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1)池本幸三・布留川正博・下山 晃 「近代世界と奴隷制：大西洋システムの中で』人文書

院、 1995年、池本幸三 「近代奴隷制社会の史的展開ーチェサピーク湾ヴァジニア植民地

を中心として一Jミネルヴァ書房、 1987年。最近刊行されたまとまった研究としては、

H.Thomas, The Slave Trade : the History of the Atlantic Slave Trade : 1440-1870, 

Picador. London. 1997.がある。

2) J・ギャラハーと R ・ロビンソンによれば、自由貿易の時代は反帝国主義の時代ではな

かった。イギリスは公式帝国だけでなく非公式帝国を拡大させ、植民地を放棄すること

はなかった。 JohnGallagher and Ronald Robinson, "The Imperialism of Free 

Trade", Economic History Review, 2nd. ser.,Vol.VI. No. 1. 1953. P.ケイン、 A.ホプキ

ンズ著、竹内幸雄、秋田茂訳 「ジェントルマン資本主義の帝国jI、名古屋大学出版会、

1997年、 6~8ページ。竹内幸雄『イギリス自由貿易帝国主義」新評論、 1990年、 253

~291ページ。

3)宮本正典・松田素二編『新書アフリカ史』講談社、 1997年、 277-344ページ。グザヴィ

エ・ヤコノ著、平野千果子訳『フランス植民地帝国の歴史J白水社、 1998年。岡倉登志

編「アフリカ史を学ぶ人のために」世界思想社、 1996年、 124-182ページ。

4) アフリカの非植民地化は、政治的に独立が承認されても、経済的従属が持続するという

ものであった。「非植民地化」という戦略が非公式の帝国主義的支配の手段として利用

されたのである。 DavidBirmingham, The Decolonization of Africa, London, 1995, pp. 

71-84. John D. Hargreaves, Decolonization in Africa, 2nd ed., London, 1996. Ibbo 

Mandaza, "Southern Africa in the Year 2000: An Overview and Research Agenda", 

SAPEM Occasional Series No.2, Harare, 1993, pp. 1-4. 

5) ケニア最大の民族集団。ギクユともいう。北東海岸バンツー語系。

6)ケニアで1950年代に生じた民族主義運動。ハイランドの農民のあいだで秘密の宣誓（ム

マ）が行われた。マイナ・ワ・キニャティ著、宮本正興監訳『マウマウ戦争の真実：埋

れたケニア独立前史j第三書館、 1992年、ムトニ・リキマニ著・丹埜靖子訳『ケニアの

女の物語：パスブック・ 1950年代アフリカ独立の闘いに生きる」明石書店、 1993年、コ

ーラ・アン・プレスリー著、富永智津子訳『アフリカ女性史：ケニア独立闘争とキクユ

社会』未来社、 1999年。

7) 公式にはローデシア・ニャサランド連邦、非公式に中央アフリカ連邦ともいう。カプリ
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コーン・アフリカという別称もある。

8) Ali A.Mazrui & M.Tidy, Nationalism and New States in Africa from about 1935 to the 

Present, Heinemann. 1984.参照。

9)複数政党制民主主義運動 (MMD.Movement for Multi-Party Democracy)、民主回復フ

ォーラム (FORD,Forum for the Restoration of Democracy) 

10)小田英郎・富田広士編 「中東・アフリカ現代政治：民主化・宗教・軍部・政党」頸草書

房、1995年、186-216ページ。原口武彦編 「転換期アフリカの政治経済Jアジア経済研

究所、 1993年、林 晃史編 「南部アフリカの民主化」アジア経済研究所、 1993年、原口

武彦編 「構造調整とアフリカ農業］アジア経済研究所、 1995年、末原達郎編『アフリカ

経済』世界思想社、 1998年、大林 稔編 ［アフリカ：第三の変容j昭和堂、 1999年、峯

陽一「現代アフリカと開発経済学：市場経済の荒波のなかで」日本評論社、 1999年。

第 1部

［序］

1) 1980年代のアフリカ経済史の研究展望としては、以下のものをあげることができる。

AG.Hopkins, "Africa's Age of Improvement", History in Africa, 7, 1980, pp.141-160. 

AG.Hopkins, "African Entrepreneurship ; An Essay on the Relevance of History to 

Development Economics", Geneve-Afrique, 26, 1988, pp.8-28. A.G.Hopkins,"African 

Economic History: The First Twenty-Five Years", Journal of African History, 30, 1989, 

pp.157-163. F.Cooper," Africa and the World Economy", African Studies Review, 24, 

1981, pp.1-86. }.Lonsdale," States and Social Processes in Africa : A Historiographical 

Survey", African Studies Review, 2/3, 1981, pp.139-225. B.Freund," Labour and Labour 

History in Africa: A Review of the Literature", African Studies Review, 27, 1884, pp.1-

58. S.S.Berry,"The Food Crisis and Agrarian Change in Africa". African Studies 

Review, 27, 1984, pp.59-112. R.A.Austen,"African Economies in Historical Perspective", 

Business History Review, 59, 1985, pp.101-113. P.Manning," The Prospects for African 

Economic History : Is Today Included in the Long Run?", African Studies Review, 32, 

1989, pp.49-62. A.Isaacman," Peasants and Rural Social Protest in Africa", African 

Studies Review, 33, 1990.pp.l-120. 

2) T.Zeleza, A Modern Economic History of Africa, Volume 1 : The閃eteenthCentury, 

CODESRIA, Dakar,1993.他に以Fの文献を参照。E.M.Roe,"Lanternon the Stern : 
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Policy Analysis, Historical Research, and Pax Britannica in Africa", African Studies 

Review. 30, 1987, pp.45-62なお、アフリカ史研究の動向に関しては、以下を参照。

A.Temu. & B.Swail, Historians and Africanist History : A Critique.London : Zed Press, 

1981. T.Zeleza,"African History : The Rise and Decline of Academic Tourism", 

Ufahamu, 13, 1983, pp.9-43. E.Wamba-dia-Wamba,"How is Historical Knowledge 

Recognized?", History in Africa, 13, 1986, pp.331-344. B.Jewsiewicki & D.Newbury eds.. 

African Historiographies : What History for Which Africa, Beverly Hills. 1986. 

3) たとえば、以下のアフリカ経済史の概説のとり扱っている地理的範囲をみれば、わかる

であろう。 J.F.Munro,Africa and the International Economy, 1800-1960, London, 1976. 

（北川勝彦訳 「アフリカ経済史 1800-l 960J ミネルヴァ書房、 1987年） Z.A.&

J_M.Konczacki eds.. An Economic History of Tropical Africa, 2 Vols., London, 1977, 

B.Freund, The Making of Contemporary Africa : The Development of African Society 

since 1900, London, 1984. 2nded., 1998, R.Austen. African Economic History, London. 

1987. 

4) こうした問題点を含む研究としては、 AG.Hopkins.An Economic History of West 

Africa, London, 1973, R.M.Zwanenberg & A.King, An Economic History of Kenya and 

Uganda. 1800-1970. London, 1975, Austen, African Economic History, 1987.があげられ

る。小農や屈用労働については、 R.Sandbrook& R.Cohen, The Development of an 

African Working Class, London, 1975, P.W.C.Gutkind. R.Cohen & J_Copens. eds .. 

African Labour History, Beverley Hills, 1978, S.Stichter, Migrant Labourer, Cambridge, 

1985, B.Freund, The African Worker. Cambridge,1988.を参照。

5)その例としては、 E.J.Usoro,"Noteson Quantitaitve Approaches to Research on West 

African Economic History", in C.Dewey & AG.Hopkins, eds., The Imperial Impact : 

Studies in the Economic History of Africa and India, London, 1978.を参照。

6)たとえば，以下の諸研究を参照。 I.Wallerstein.The Capitalist World Economy, Cam-

bridge, 1979. The Modern World System, Vol.2, New York, 1980, Historical Capitalism, 

Verso. 1983. B.Warren. Imperialism : Pioneer of Capitalism, London, 1980 

7)たとえば、 B.Jewsiewicki& J.Letorneau. eds.. Modes of Production : The Challenge of 

Africa, SAFI. 1985, J.Guy,"Analysing Pre-Capitalist Societies in Southern Africa". 

Journal of Southern African Studies, 14, 1987. pp.18-37, M.Hall. "Archaeology and 

Modes of Production in Pre-Colonial Southern Africa". Journal of Southern African 
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Studies, 14, 1987, pp.1-17. J.Suret-Canale, Essays on African History: From the Slave 

Trade to Neocolonialism, New Jersey, 1988.を参照。

8)次のような用語にその一端を知ることができる。 husbandman,proto-peasant, traditio-

nal peasant, traditional agriculturalist, susbsistance cultivator, emergent farmer 

9) G.Hyden, Beyond Ujamaa in Tanzania, London, 1980.参照。

10) この点については以下の研究を参照。 JC.Scott,Weapons of the Weak: Everyday For-

ms of Peasant Resistance, New-Haven, 1985, T.Ranger, "Resistance in African : From 

Nationalist Revolt to Agrarian Protest", in G.Y.Okihiro ed., In Resistance : Studies in 

African, Afro-American, and Caribbean History, Massachussets, 1986. W.Beinart & 

C.Bundy, eds., Hidden Struggles in Rural South Africa : Politics and Popular Move-

ments in the Trankei and Eastern Cape, 1890-1930, London, 1987. 

11) R.Austen & D.Headrick, "The Role of Technology in the African Past", African Studies 

Review, 26, 1983, pp.163-184. 

12) J.Thornton,"Precolonial African Industry and the Atlantic Trade, 1500-1800", African 

Economic History, 19, 1990-91, pp.1-19. 

13) J.Thornton,"The Historians and the Precolonial African Economy", African Economic 

History, 19,1990-91, pp.45-54. 

14) R.Gray & D.Birmingham eds., Precolonial African Trade, Oxford, 1970. 

15) A.Adu Boahen, African Perspective on Colonialism, Baltimore, 1987. 

16) アフリカ史研究に必要な一般的な書物としては、以下を参照。］．Iliffe,Africans : the 

History of a Continent, Cambridge, 1995, R.Oliver, The African Experience, London, 

1991. P.D.Curtin, S.Freierman, L.Thompson, and J.Vansina, African History, London, 

1978. RA.Austen, African Economic History, London, 1987. B.Freund, The Making of 

Contemporary Africa : the Development of African Society since 1800, 2nd ed., London, 

1998.アフリカの一般史については， 2つの大部の歴史書がある。それには、すぐれた

文献H録がつけられている。 R.Oliver& JD.Fage eds., The Cambridge History of 

Africa, 8 vols., Cambridge, 1975-1986. J.Ki-Zerbo & others eds., UNESCO General 

History of Africa, 8 vols., London,1981-1993.である。アフリカの歴史地図としては，詳

細なJ.F.A.Ajayi& M.Crowther eds., Historical Atlas of Africa, Cambridge, 1985.と簡便

なJD.Fage,An Atlas of African History, 2nd ed., London, 1978.がある。また、すぐれ

た地域史としては、 J.Abun-Nasr,A History of Maghrib, Cambridge, 1971, J.F.A.Ajay & 
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M.Crowder eds., History of West Africa, Harlow, Vol.l, 3rd ed., 1985, Vol.2, 2nd ed., 

1987. D.Birmingham & P.M.Martin eds., History of Central Africa, 2 vols., London, 1983. 

R.Oliver & others eds., History of East Africa, 3 vols, 1963. JD.Omer-Cooper, History of 

Southern Africa, 2nd ed., London, 1994.がある。

第 1章

1) B. W. Hodder, Africa Today: a short introduction to African affairs, London, 1978, p. 1. 

Do., Economic Development in the Tropics, London, 1973.また、アフリカの情況を知る

文献として、 PaulHarrison, Inside the Third World: the Anatomy of Poverty, Penguin 

Books, 1979. Claude Ake, A Political Economy of Africa, Longman, London, 1981.を参

B召
‘"‘° 

2) B. W. Hodder, ibid., pp.2-3．そのような議論を整理したものとして、岩城剛 「アフリカ

経済と開発政策の変遷」（「アフリカ研究J23号、 1983年）がある。また、以下の文献も

参照。AnthonyD. Smith, State and Nation in the Third World, Wheatsheaf Books. 

Brighton, 1983. W. ロドネー著、北沢正雄訳 「世界資本主義とアフリカj柘植書房、

1978年、渡辺利夫·堀侑編 「開発経済学—文献と解題一―-」 アジア経済研究所、 1983

年、岩城剛 「アフリカの自立化と経済』日本国際問題研究所、 1982年。

3)本章は、もともと 1800年から1960年に至る 「現代アフリカ経済史研究jの執筆を目的と

して準備されたものである。以下の文献を参照。W.Ashworth, A Short History of the 

International Economy since 1850, 3rd ed., London.1975. J. Forbes Munro, Africa and 

the International Economy, 1800-1960, London, 1976.（北川勝彦訳 「アフリカ経済史

1800-1960」 ミネルヴァ書房、 1987年）なお、本書では原文のページのみをあげている。

A. G. Kenwood and A. L. Lougheed, The Growth of the International Economy, 1820-

1980. London. 1971, 1983.（岡村邦輔・岩城 剛，飯沼博ー•長谷川幸生訳 「国際経済の

成長、 1820-1960』文慎堂、 1977年）

我国におけるアフリカ史研究の成果としては、 「アフリカ現代史」 I、II、m、W、

v山川出版社、 1978年、岡倉登志編 「アフリカ史を学ぶ人のために」世界思想社、 1996

年、宮本正興 ・松田素二編 「新書アフリカ史』講談社、 1997年が刊行された。また、ア

フリカ史の通史としては、以下の文献を参照。R.Oliver & A. Atmore, Africa since 

1800, 3rd ed., Cambridge, 1981. A. G. Hopkins, An Economic History of West Africa. 

London. 1973. R. Oliver & J. D. Fage, A Short History of Africa, Penguin Books. 1977, 
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P.L. Wickins, An Economic History of Africa: from the Earliest Times to Partition, 

Cape Town, 1980. P.L.Wickins, Africa 1880-1980: An Economic History, Cape Town, 

1986, R.A.Austen, African Economic History, Internal Development and External 

Dependency, London, 1987. B.Freund, The Making of Contemporary Africa : the 

Development of African Society since 1800, 3rd ed., Boulder 1998. }.Iliffe, Africans: the 

History of a Continent, Cambridge, 1995. 

4) J. F. Munro, ibid., p. 9.なお、 RalphDavis, The Rise of the Atlantic Economies, W eidenfeld 

& Nicholson, London, 1973．も参照。

5) J. F. Munro, ibid., pp. 10-11. R. Davis, ibid., pp. 73-87. J. L. & B. Hammond, The Rise 

of Modern Industry, London, 1966, pp. 1-23. 

6) J. F. Munro, ibid., pp. 11 -13.ヨーロッパ経済史については、 S.B. Clough & R. T. Rapp, 

European Economic History: The Economic Development of Western Civilization, 

Tokyo, 1975.を参照。

7) J. F. Munro, ibid., pp. 13-16.アフリカ経済史の時代区分については、 Unesco,General 

History of Africa, 8 vols,を参照。

8) J. F. Munro, ibid., pp. 17-20.人口については、 R.P. Moss & R. J. A. Rathbone eds., 

The Population Factor in African Studies, London, 1975.を参照。

9) J. F. Munro, ibid., pp. 21-28. P. L. Wickins, ibid., pp. 47-64, 116-130. 

10) J. F. Munro, ibid., pp. 28-29.松本重治監修、米山俊直、伊谷純一郎編 「アフリカハンド

ブック j講談社、 1983年、 298-311ページ。 P.Bohannan & P. Curtin, Africa and the 

Africans (revised ed.), Natural History Press, New York, 1971. C. M.ターンブル著、

幾野宏訳 fアフリカ人間誌」草思社、 1979年、阿部年晴 「アフリカ人の生活と伝統j三

省堂、 1982年、福井勝義・赤阪 賢・大塚和夫『アフリカの民族と社会』世界の歴史24、

中央公論社、 1999年などを参照。

11) J. F. Munro, ibid., pp. 29-32. P. L. Wickins, ibid., pp. 220-247.「アフリカハンドブック』

321-324ページ。アフリカ社会の変化に関しては、以下の文献を参照。泉靖一編 「ニグ

ロ・アフリカの伝統的社会構造］アジア経済研究所、 1962年、 P.C. Lloyd, Africa in 

Social Change, Penguin Books, 1975. G.バランデイエ著、井上兼行訳 f黒アフリカ社会

の研究 植民地状況とメシアニズム」紀伊国屋書店、 1983年、林武編 「発展途上国と

都市化」アジア経済研究所、 1976年。

12) J. F. Munro, ibid., p. 33. R. Oliver & J. D. Fage, ibid., pp. 114-136. J. L. & B. Hammond, 
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注（第 1章）

ibid., pp. 190-209.奴隷貿易に関する研究としては、 E.ウイリアムズ著、中山毅訳 「資本

主義と奴隷制一ーニグロ史とイギリス経済史」理論社、 1968年が重要である。我国の奴

隷貿易に関する研究としては以下のものを参照。徳島達朗「イギリス奴隷貿易史の一断

面 奴隷価格の形成と推移に関して 」（「社会経済史学j45の 1、1979年）池本幸

三「王立アフリカ会社と奴隷貿易(1)、（2)」（龍谷大学 「経済学論集j8の 2、 8の 3、

1968年）同「18世紀イギリス奴隷貿易の一考察＿事例研究と統計的分析」（龍谷大学

『経済学論集j11の1・ 2合併号、 1971年）同「ブリストルと奴隷貿易」（龍谷大学『経

済学論集j11の3、1971年）同「リバプールと奴隷貿易」（龍谷大学 r経済学論集』 12

の 1、1972年）また、杉原薫、玉井金五郎［世界資本主義と非白人労働」大阪市立大学

経済学会、 1983年。矢内原勝・小田英郎編 「アフリカラテンアメリカ関係の史的展開』

平凡社、 1989年、池本幸三 「近代奴隷制社会の史的展開』ミネルヴァ書房、 1987年、池

本幸竺編 「近代世界における労働と移住J阿叶社、 1992年、池本幸三・布留川正博・下

山 晃 「近代世界と奴隷制：大西洋システムの中で」人文書院、 1995年。

13) J. F. Munro. ibid.. pp. 33-34.これらの議論は推論の域を出ない。

14) J. F. Munro, ibid., p. 35. 

15) J. F. Munro, ibid., pp. 35-36. P. D. Curtin, The Atlantic Slave Trade, 1969, p. 211.奴隷

貿易については、数多く論稿があり、カーティンの計算をめぐって種々の論争が展開さ

れている、以下の文献を参照。 PaulE. Lovejoy, Transformations in Slavery: a history 

of slavery in Africa, Cambridge, 1983, Do., "The Volume of the Atlantic Slave Trade: A 

Synthesis" Journal of African History, Vol. 23, No. 4. 1982. J.E.Inikori & S.L.Engerman 

eds., The Atlantic Slave Trade : Effects on Economies. Societies, and Peoples in Africa. 

the Americas, and Europe, Durham 1992. H.Thomas, The Slave Trade : the History of 

the Atlantic Slave Trade. 1440-1870, London, 1997 

16) J. F. Munro, ibid.. pp. 36-39.中村弘光「アフリカ現代史w：西アフリカ」山川出版社、

1978年、 ll~37ページ。なお、西アフリカの諸王国の研究としては、 D.Forde & P. M. 

Kaberry eds., West African Kingdoms in the Nineteenth Century, Oxford U. P., 1967. 

および、 B. デビッドソン、貫名美隆•宮本正興訳『アフリカ文明史 西アフリカの歴

史、 1000年～1800年」理論社、 1975年を参照。

第2章

1) H. L. Beales, The Industrial Revolution. 1750-1850, New ed., 1958, p. 10. 
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2) J. Vansina. "Towards a History of Lost Corners in the World", Economic History 

Review, 2nd Ser.. Vol. 35, No. 2, 1982, pp. 165-178. なお、ヨーロッパの経済発展に対

する周辺部の役割の評価をめぐる論争については、 P.O'Brien, "European Economic 

Development : The Contribution of the Periphery", Economic History Review, 2nd 

Ser., Vol. 35, No. 1, 1982, および I.W allerstein. "European Economic Development : 

A Comment on O'Brien", P. O'Brien, "European Economic Development: A Reply" 

Economic History Review, 2nd Ser., Vol. 36, No. 4, 1983. を参照。なお、 P．オブライエ

ン著，秋田 茂・玉木俊明訳 「帝国主義と工業化、 1415-19741ミネルヴァ書房、 2000

年参照。

3) Basil Davidson, Africa in Modern History : The Search for a New Society, Penguin 

Books, 1978, p. 15. ナショナリズムの研究については、 E.Gellner, Nations and 

Nationalism, Oxford, 1983. （加藤 節監訳 ［民族とナショナリズム』岩波書店、 2000

年）柏岡富英「社会発展における 「民族」の位置 概念の検討――-」（関西外国語大

学 「研究論集J39号、 1984年）、同「国家と民族の不一致―-―民族運動の動態的タイポ

ロジ一試論ー」（関西外国語大学 「研究論集J40号、 1984年）を参照。

4) J. D. Fage & R. Oliver, "Preface", in J. E. Flint ed., The Cambridge History of Africa, 

Vol. 5, : from 1790 to 1870, Cambridge, 1976, pp. xiii-xiv. 

5) Amadou-Mahtar M'Bow (Director-General of Unesco). "Preface", J. Ki-Zerbo, 

"General Introduction", in J. Ki-Zerbo, ed.. General History of Africa, Vol. 1 : 
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Methodology and African Prehistory, California. 1981, pp. xvii-xviii, pp. 1-2. なお、

「アフリカ史学史」と「アフリカ史研究と歴史研究との関連」を整理した論稿として以

下のものがある。J.D. Fage, "The Development of African Historiography". P. D. 

Curtin, "Recent Trends in African Historiography and their Contribution to History in 

General" in General History of Africa, Vol. I. pp. 25-42, 54-71. 現在、アフリカ史
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Goodfellow. A Modern Economic History of South Africa. 1931. M. H. De Kock. The 

Economic Development of South Africa, 1936. L. C. A. Knowles, The Economic 
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業および製造工業の発展にともなって、都市の成長がみられ、その結果、ウィットウォ

ーターズランドがアフリカ大陸南部の経済活動の中心地となった。この間、アフリカ人

の「ホームランド」でも変化は生じたが、その変化の方向は、「低開発」「衰退」「貧困

298 



注（第 5章）

化」と表現されるように対照的なものであった。南アフリカの人種差別については、 E.

H.ブルーケス、鈴木二郎訳 「アパルトヘイトー文書・記録による現代南アフリカの研究j

未来社、 1974年、英連邦調査団著、笹生博夫ほか訳 「アパルトヘイト白書一英連邦調査

団報告書」現代企画室、 1987年、マンデラ歓迎日本委員会編 「ポスト・アパルトヘイト」

日本評論社、 1992年を参照。南アフリカ農村社会の変化を扱った文献としては C.

Bundy, The Rise and Fall of South African Peasantry, Berkeley, 1979. T.J.Keegan, 

Rural Transfomation in Industrializing South Africa, Cape Town, 1986. W.Beinart, 

P.Delius & S.Trapido eds., Putting a Plough to the Ground, Accumulation and 

Dispossession in Rural South Africa. 1850-1930, Johannesburg, 1986.を参照。南部アフ

リカ諸国を経済的なつながりをもった一地域としてとらえる考え方がみられる。 (R.

Palmer & N. Parsons ed., The Roots of Rural Poverty, "Introduction:The Roots of Rural 

Poverty: Historical Background," pp. 1 -32.）このような視角から南部アフリカを把握

する研究が、我国でも行われている。林 晃史編『現代南部アフリカの経済構造』アジ

ア経済研究所、 1979年、林 晃史編 ［南部アフリカ諸国の民主化」アジア経済研究所、

1993年、林 晃史 『南部アフリカ政治経済論」アジア経済研究所、 1999年、峯 陽一

「南アフリカー「虹の国」への歩み」岩波書店、 1996年参照。南アフリカ史の研究史展

望については、以下の文献を参照。 C.Saunders,The Making of the South African Past 

: Major historians on race and class, Johannesburg, 1988．林晃史「南アフリカの工業

化と人種差別一ー 「ネオ・マルキスト・グループ」の批判を中心にして＿」（「アフリ

カ研究J16、1977年）および同「南アフリカ史研究の変遷一ー「自由主義歴史学派』の

形成を中心として一ー」（『アフリカ研究」17、1978年）峯 陽一「解説「南アフリカの

歴史」を読むーリベラル・ラデイカル論争をこえて一」（L.トンプソン著、宮本正輿他訳

「南アフリカの歴史」明石書店、 1995年、 419-456ページ。）

3) 本研究においては、主としてキュービチェクの著作を参照した。 R.V. Kubicek, 

Economic Imperialism in Theory and Practice: The Case of South African Gold Mining 

Finance. 1886-1914, Duke, U. P.. 1979.および、 Do.,"Finance Capital and South 

African Goldmining, 1886-1914," Journal of Imperial and Commonwealth History, III, 

3, 1975.である。ウェルナー・ベイト商会を中心とする金鉱開発金融グループは the

Corner House. Groupと呼ばれる。 AP.Cartwright,The Corner House : The Early 

History of Johannesburg, Johannesburg, 1965. Transvaal Chamber of Mines, The Gold 

of the Rand: A Great National Industry (1887-1927), 1927. A.Beit & J.G.Lockhart, The 

299 



Will and the Way London, 1957, G.Wheatcroft, The Randlord, New York, 1985.も参照。

4) R. V. Kubicek, Economic Imperialism in Theory and Practice, pp. 3-9.ヨーロッパの帝

国的拡大をめぐって、ヨーロッパの必要と願望が原因であるとみる Eurocentricpushes 

の立場の Hobsonianや Marxistがあり、また、 peripheralpullsの立場をとる D.K. 

Fieldhouse, R. Robinson, J. Gallagherがいる。 (R.V. Kubicek. ibid., p. 6.)それについて

は、以下の文献を参照。 A.G. Hopkins, "Imperial Business in Africa, Part I: Sources," 

Journal of African History, XVII, Do., "Imperial Business in Africa, Part II: 

Interpretations," Journal of African History, XVII, 1976. D. K. Fieldhouse, The Theory 

of Capitalist Imperialism, London, 1972. Do., Economics and Empire, 1830-1914. 

London, 1973. J. A Hobson, Imperialism : A Study, London, 3rd ed., 1938.（矢内原忠雄

訳「帝国主義編』上、下 岩波書店、 1976年、 1978年） V.I. Lenin, Imperialism: the 

Highest Stage of Capitalism, 1917.（宇高基輔訳「帝国主義』岩波書店、 1956年）

5) S. H. Frankel. Investment and the Return to Equity Capital in South African Gold 

Mining Industry, 1887-1965, Oxford, 1967, Appendix D, Tables 1 and 6, pp. 116, 121. 

6) P. L. Cottrell, British Overseas Investment in the Nineteenth Century, London, 1975, 

pp. 13-15. R. E. Cameron, France and the Economic Development of Europe, 1800-

1914, Princeton, 1961, pp. 64, 486-87, 533-34. W. G. Hoffmann, Das Wachstum der 

Deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. ]ahrhunderts. Berlin, 1965, S. 262. 

7) A. I. Bloomfield, Patterns of Fluctuations in Intenational Investment before 1914, 

Princeton Studies in International Finance, No. 21, Princeton, 1968, pp. 2-3.（小野一一

郎、小林龍馬訳 「金本位制と国際金融—1880-1914年」 H 本評論社、 1975年、 197~

200ページ参照。）

8) R. V. Kubicek, ibid., pp. 24-25. 

9) 0. Morgenstern, International Financial Transactions and Business Cycles, Princeton, 

1959, p. 526. R. V. Kubicek, ibid.. pp. 31-37. 

10) R. V. Kubicek, ibid.. pp. 25-26. 

11) S. H. Frankel. Investment in Gold Mining, p. 116. 

12) R. V. Kubicek, ibid., pp. 26-28.それについて考えられる理由としては、第1に戦後の金

鉱業が戦前ほど多額の資本を必要としない段階に発展したこと、第2に、金鉱業自体は

依然として多くの資本を必要としたにもかかわらず、金鉱金融会社ないしヨーロッパの

投資家の選択が金鉱株を吸収しない方向に転換し、したがって、金鉱業より高い投資収

300 



注（第 5章）

益の期待できる他の産業や南アフリカ以外の地域に投資を転換したことがあげられる。

(R. V. Kubicek, ibid., pp. 26-28.) 

13) R. V. Kubicek, ibid., pp. 38-42. 

14) R. V. Kubicek, ibid., pp. 43-45 

15) R. V. Kubicek, ibid., pp. 46-52. 

16)本章では、考察の中心を、 CornerHouse Groupにおく 。なお、 C.G.F.S.A.については、

同社の社史を利用したすぐれた研究がある。谷口栄一「アングロ＝ボーア戦争における

ランド鉱山金融会社の経済的利害について」（「経済と経済学j（東京都立大学） 37号、

1976年）また、佐伯 尤「南アフリカ金鉱山開発と鉱業金融商社一ラント金鉱発見から

第二次世界大戦まで一 」（山田秀雄編著 「イギリス帝国経済の構造j新評論、 225-257

ページ。

17) R. V. Kubicek, ibid., pp. 53-54. 

18) R. V. Kubicek, ibid., pp. 56-57. 1880年ごろ、西グリカランドのデュトワパン、ブルトフ

ォンティン、デビアス、キンバリーの4大鉱山には、デビアス鉱山会社、キンバリー ・

セントラル鉱山会社、フランス喜望峰鉱山会社の3社があった。しかし、ローズは、ダ

イヤモンド鉱業における生産コスト上昇の抑制と過剰生産によるダイヤモンド価格の下

落防止のために、 1887年6月にフランス鉱山会社を120万ポンドで買収し、バルナトのキ

ンバリー鉱山会社をも吸収して、 1890年、デビアス統合鉱山会社を設立した。

19) R. V. Kubicek, ibid., pp. 58-60.エクスタイン尚会の活動を知る資料集としては以下のも

のがある。BarlowRand Ltd., Inventory of the Archives of H.Ecksteins Co., 1887-1910, 

Johannesburg, 1975. 

20) R. V. Kubicek, ibid., pp. 61-62. 

21) R. V. Kubicek, ibid., p. 63. 

22)深層鉱山は、産金段階に入るまで次のような段階を経なければならなかった。「まず、

地表から試掘坑を掘り地中の鉱脈を探査し、そして鉱脈が見つけ出されれば、次に、採

鉱用垂直縦坑を完成する。縦坑が鉱脈に達した後も、鉱脈に沿った採鉱用斜坑を作り、

送風や排水等の労働設備を完成せねばならない。こうした準備の後にやっと採鉱が開始

され砕鉱機が動きはじめ、破砕鉱石の精錬が行われ、実際に金が抽出されるのである。」

（谷口、前掲論文、 112~113ページ。）

23) R. V. Kubicek, ibid., pp. 63-65.「ランドの金融会社の多くは土地探査会社から出発した。

設立された土地会社は、はじめ、金鉱床の存在が予想される広大な地域の採鉱権を買い

301 



集め、次に、所属鉱山技師を使って試掘を行い鉱脈を探査する。その結果、ある鉱区で

の採金の見通しが立てば、探査会社は、その鉱区の開発と産金を H的とした子会社を設

立し、その鉱区を子会社に移譲する。それと交換に、ヴェンダーズシェアの形で、探査

会社は子会社の株式を受けとる。こうした経過を経て、探在会社はその所有する鉱区を

次第に分配しつくし、その代り個々の鉱山会社の株式を受けとり、 「支配会社 (Trust

Company)」になる。」（谷口、前掲論文、 123ページ。）こうした金融会社の収入源は、

①子会社設立による創業利得、②株式投機による収入、③配当収入であった。（同上、

123ページ。）

24) R. V. Kubicek. ibid.. pp.66-67.それは、同商会が、無差別な株の販売による株価下落を

阻止し、同商会の支配の浸透していない事業へ参加をひかえ、また、無価値な株を手ば

なすといった経営を行ったからであった。しかし、これは、有利な深層鉱山株の需要を

過小評価して、巨額の追加的資本の調達の機会を失わせるという皮肉な結果をもたらし

た。 (Do..ibid.. p. 67.) 

25) R. V. Kubicek. ibid.. pp. 67-68. 

26) R. V. Kubicek. ibid.. pp. 72-75. 

27) R. V. Kubicek. ibid.. pp. 75-76. 

28) R. V. Kubicek. ibid.. p. 77.ライオネル・フィリップについては、 M.Franser& A.Jeeves 

eds.. All that Glittered : Selected Correspondence of Lionel Phillips. 1890-1924. Cape 

Town. 1977.参照。

29) R. V. Kubicek. ibid.. pp. 78-83. 

30) R. V. Kubicek. ibid.. pp. 68-72. 

第 6章

1) キャメロンは典味深い指摘を行っている。「金融は経済成長過程の潤滑袖」であり、「銀

行制度はその金融の主要な担い手」である。「金融制度の構造とその機能の仕方」は、

工業化過程にきわめて大きな影響を与える。「金融機関の数および種類の激増と、総産

出物および実質的富に対する貨幣その他の金融的資産の実質的増加」とは、「市場志向

型経済における経済発展過程の普遍的特徴」となっている。 R.キャメロン著、正田健一

郎訳 「産業革命と銀行業」日本評論社、 1973年、 1~2ページ参照。

2) この間の事情については、 D.H. Houghton. The South African Economy, London. 1976. 

pp. 191-195. E. H. D. Arndt & C. S. Richards. "The Banking System of South Africa" 

302 



注（第 6章）

in H. P. Willis & B. H. Beckhart ed., Foreign Banking Systems, New york, 1929, pp. 955 

~ 1010. G. de Kock, A History of the South African Reserve Bank. 1920~52, Pretoria. 

1954. A. C. L. Day, "The South African Reserve Bank" in R. S. Sayers, Banking in the 

British Commonwealth, Oxford, 1954. pp. 372~400. S.Gelb,"The Origins of the South 

African Reserve Bank, 1914-1920, in A.Mabin ed.. Organization and Economic Change, 

Southern African Studies, Vol.5. Jahannesburg, 1989. pp.48-77.を参照。

3) R. S. Sayers. Modern Banking, 7th ed., Oxford, 1972, pp. 289~300.その中でセヤーズは、

「後進国」の銀行制度は、①銀行を使用する慣習が未発達で、銀行支店がすくなく、分

布が希薄である点、②短期金隙市場が欠けているか、不充分な点、③中央銀行制度がま

だ十分に確立されていない点、の三点を基本的特徴とする、と述べている。 (Ibid.,p. 

277.) 同様の指摘は、 W.T. Newlyn & D. C. Rowan. Money and Banking in British 

Colonial Africa:A Study of the Monetary and Banking Systems of Eight British 

African Territories, Oxford. 1954.にもみられる。

4)本研究で参考にした TheStandard Bank of South Africa Ltd.，の社史は、 G.T. 

Amphlett, History of the Standard Bank of South Africa Ltd., 1862~ 1913. Glasgow, 

1914.とH.A. Siepmann ed., The First Hundred Years of the Standard Bank, London, 

1963.の 2冊である。最近、スタンダード・バンクの収蔵資料が広く利用されるように

なった。今後の研究の発展が期待される。 B.Conradie,"TheStandard Bank and Its 

Records as an Economic Source" in S.Jones ed., Banking and Business in South Africa, 

London, 1988, pp.175-179資料集として、 A.Mabin& B.Conradie eds.. The Con廿denceof 

the Whole Country : Standard Bank Reports on Economic Conditions in Southern 

Africa, 1865-1902. Johannesburg, 1987.が刊行されている。また、スタンダード・バン

クの経営史については、 S.Jones.The Great Imperial Banks in South Africa : A Study 

of the Business of Standard Bank and Barclays Bank, 1861-1961. Pretoria, 1996を参照。

5)南アフリカ銀行史は、我国ではまだほとんど研究上未開拓の分野である。本研究におい

て参照できたのは、 E.H. D. Arndt, Banking and Currency Development in South 

Africa. 1652~1927, Cape Town. 1928. A.Webb, The Roots of the Tree: A Study in 

Early South African Banking : the Predecesser of First Natational Bank 1838-1926. 

FNB Ltd., 1992. A Banking Centenery : Barclays Bank (Dominion, Colonial and 

Overseas). 1836-1936, For Private Circularion. 1998. V.E.Solomor,"Money and Banking" 

in F.L.Coleman ed.. Economic History of South Africa, Pretoria, 1983, pp.127-162.であ
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った。また、南アフリカの景気変動の歴史的研究としては、 C.G. W. Schumann, Structural 

Changes and Business Cycles in South Africa, 1806-1936, London, 1938.を参照した。

なお、シューマンには、別稿、 Do.,"Aspects of Economic Development in South 

Africa" in M. Kooy ed., Studies in Economics and Economic History ; Essays in 

honour of Professor H M. Robertson, Macmillan, 1972, pp. 1-25.がある。南アフリカ

経済発展の歴史の概観については、さしあたり、 D.H. Houghton, "Economic Develop-

ment, 1865-1965" in M. Wilson & L. Thompson ed., The Oxford History of South 

Africa, Vol. II, 1870-1966, Oxford, 1971, pp. 1-48,を参照。

6) E. H. D. Arndt, ibid., pp. 164-196. C. G. W. Schumann, ibid., pp. 63-70. 

7) E. H. D. Arndt, ibid., pp. 197-234. C. G. W. Schumann, ibid., pp. 70-75. A.Webb, The 

Roots of the Tree, pp.1-10. 

8) E. H. D. Arndt, ibid., pp. 239-252, 255-260. A.Webb.ibid., pp.44-54. 

9) E. H. D. Arndt, ibid., pp. 269-281. C. G. W. Schumann, ibid., pp. 75-81. 

10) E. H. D. Arndt, ibid., pp. 281-288. C. G. W. Schumann, ibid., pp. 81-86. 

11) E. H. D. Arndt, ibid., pp. 288-295. C. G. W. Schumann, ibid., pp. 86-96. 

12) G. T. Amphlett, ibid., pp. 1-8. H. A. Siepmann, ibid., pp. 1 -5. 

13) G. T. Amphlett, ibid., pp. 11-15. 

14) H. A Siepmann, ibid., pp. 13-23. G. T. Amphlett, ibid., pp. 19-34. 

15) H. A. Siepmann, ibid., pp. 24-36, 37-46. G. T. Amphlett, ibid., pp. 35-48. 

16) H. A Siepmann, ibid., pp. 47-62, 63-76, 77-89. G. T. Amphlett, ibid.. pp. 59-71. The 

London & South Africa Bankについては、 G.T. Amphlett, ibid., pp. 72-79.を参照。

17) H. A. Siepmann, ibid., pp. 90-103, 104-117. G. T. Amphlett, ibid., pp. 80-106, 107-

120, 121-139. 

18) SBSAの株主が、どのような構成をとり、その中で有力な地位を占めていたのはいかな

る性格の株主であったのかの解明は今後の課題としたい。

19)スタンダード・バンクの社史からは、今のところ明確なことは言えない。同行は、ロン

ドンの LloydsBankや Parr'sBankと重役連系を行っていたという指摘もあることか

ら、株主の詳細な分析から、ロンドン金融市場との結合の仕方も解明されうると考えら

れる。

20)イギリス系銀行は、発展途上地域の開発において有効な金融制度となりうるのか、とい

う本質的問題に関連している。発展途上地域においては、中央銀行の設立とならんで、

304 



注（付論2)

現地の国民銀行の設立が急務とされる。矢内原勝 「金融的従属と輸出経済 ガーナ経

済研究 J日本評論杜、 1966、96~104ページ参照。

付論2

1)戦後の南アフリカ経済史の概観および1990年以降の南アフリカの政治経済の変化につい

ては、北川勝彦「南アフリカー岐路にたつ新生国家」（浅羽良昌・瀧澤秀樹編著「世界

経済の典亡200年j東洋経済新報社 1999年， 213-234ページ）および北川勝彦「新世

紀南アフリカの目標」（飯田経夫・柏岡富英編『市場制度の動態」国際日本文化研究セ

ンター 1998年、 73~101ページ）を参照。なお、南アフリカの民主化過程を簡潔に回

顧したものとして、 T.R.H.Davenport,The Birth of A New South Africa, Toronto, 1998. 

を参照。

2) I.Smith,"The revolution in South African Historiography", History Today, 38, February 

1988, pp.8-10．南アフリカ史の研究を展望した文献としては、 K.Smith,The changing past 

: trends in South African historical writing, Johannesburg, 1988. C.Saunders, The 

making of the South African past : major historians on race and class, Cape Town, 

1988を参照。また、近年の南アフリカ史をめぐる論争史については、峯 陽一「「南ア

フリカの歴史』を読むーリベラル・ラデイカル論争をこえて」（L.トンプソン著、峯 陽

- •吉國恒雄・宮本正興訳「南アフリカの歴史』明石書店、 1995年、 419-456ページ）

および峯 陽一「南アフリカ史と都市化」 (H本アフリカ学会『アフリカ研究j第52号、

1998年、 77~86ページ）を参照。なお、本研究においては、以下の諸論稿を参考にした。

G.Minkley, "Reexamining Experience : the New South African Historiography", History 

in Africa, 13,1986. pp.269--281. R.Greenstein,"The Study of South African Society : 

Towards A New Agenda for Comparative Historical Inquiry", Journal of Southern 

African Studies, 20-4, December, 1994, pp.641-661. J.Inggs,"The first decade", The South 

African Journal of Economic History, 11-1, March 1996, pp.1-57. W.M.Freund, 

"Economic History in South Africa : An Introductory Overview". South African 

Historical Journal, 34, May 1996, pp.127-150. J,W.N.Teempelhoff,"Writing Histories and 

Creating Myths : Perspectives on Trends in the Discipline of History and Its 

Representations in Some South African Historical Journals 1985-1995", Socientiae 

Militaria, 27, 1997, pp.121-147. ].Iliffe. "The South African economy, 1652-1997", 

Economic History Review, LII, 1, 1999, pp.87-103. 
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3) B本における南アフリカ経済史研究の展望については、以下の文献を参照。「H本にお

けるアフリカ研究の回顧と展望：経済学・経済史学」（日本アフリカ学会 「アフリカ研

究j第25号， 1984年、 152-164ページ）。 K.Hyashi.African Historical Studies in Japan. 

IDE Working Paper Series 2. Institute of Developing Economies July 1992. K.Hyashi. 

Japanese Studies on Southern Africa, IDE Working ・Paper Series 3. Institute of 

Developing Economies July 1993.また、 1990年以降の南アフリカの政治経済を研究した

わが国の著作としては、以下のものを参照。川端正久•佐々木建編「南部アフリカ：ポ

スト・アパルトヘイトと日本j勁草書房 1994年、川端正久•佐藤 誠編「新生南アフ

リカと日本』勁草書房 1994年、川端正久•佐藤 誠編『南アフリカと民主化：マンデ

ラ政権とアフリカ新時代」勁草書房 1996年、林 晃史編 「南アフリカ：民主化の行方j

アジア経済研究所 1994年、林 晃史編 ［南部アフリカ民主化後の課題］アジア経済研

究所 1997年、林 晃史 「南部アフリカ政治経済論」アジア経済研究所 1999年。最近

のわが国における研究は、南アフリカにおける各産業分野に関する実態調査に基づくも

のが増え、しかも多様な観点から行われるようになった。以下の研究は、そうした動向

の一端を示している。西浦昭雄「南アフリカ『企業社会』の現状と民主化の影響」（平

野克己編 「南アフリカの衝撃ーポスト・マンデラ期の政治経済ー』アジア経済研究所、

1998年、 55~74ページ）、西浦昭雄「南アフリカにおける企業社会の趨勢とアフリカ・

ルネサンス」（平野克己編 ［新生国家南アフリカの衝撃Jアジア経済研究所 1999年、

201-229ページ）、西浦昭雄「工業開発戦略」（佐藤 誠編著 「南アフリカの政治経済

学：ポスト・マンデラとグローバライゼーション』明石書店 1998年、 107-133ページ）、

佐藤千鶴子「土地改革と農業開発」（佐藤 誠編著 「南アフリカの政治経済学：ポス

ト・マンデラとグローバライゼーションj明石書店 1998年、 135-162ページ）、平野

克己「南アフリカにおける大塁失業問題の産業構造論的分析」（平野克己編『新生国家

南アフリカの衝撃jアジア経済研究所 1999年、 231-262ページ）、峯 陽一「紛争処

理における多極共存型統治モデルの可能性ー南アフリカ共和国の事例から一」（峯 陽

ー・畑中幸子編著 r憎悪から和解へ：地域紛争を考える』京都大学学術出版会 2000年、

105-155ページ）南アフリカの人々の歴史意識を検討した論稿としては、永原陽子「歴

史としてのアパルトヘイトー『真実和解委員会jと南アフリカにおける歴史意識ー」

（歴史学研究会編 「歴史における「修正主義」』シリーズ歴史学の現在 4、青木書店、

2000年、 239-266ページ）

4) C.Muller. Five hundres years : a history of South Africa. Pretoria. 1975.伝統的には、
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南アフリカ史の研究は、 4学派に分けられてきたようである。 (1)"settler school" 

(George McCall Thea!, George Cory, Frank Cana), (2) "liberal school" (W.M.Mac-

millan, E.A.Walker, C.W.de Kiewiet, T.R.H.Davenport), (3) "Afrikaans school" 

(A.J.H.Van der Walt, P.}.Van der Merwe, G.D.Scholts, C.F.}.Muller. AN.Pelzer, F.A.van 

Jaarsveld), (4) "radical school" (P.Delius, S.Trapido, S.Marks, C.van Onselen, 

B.Bozzoli, W.Beinart) J.W.N.Teempelhoff," Writing Histories and Creating Myths : 

Perspectives on Trends in the Discipline of History and Its Representations in Some 

South African Historical Journals 1985-1995", Socientiae Militaria, 27, 1997, pp.126-127. 

5) M.Wilson & L.Thompson eds., Oxford History of South Africa, 2vols, Oxford, 1971. 

6) 1960年代におけるアフリカ史研究の変貌については、 T.O.Ranger,The Emerging 

Themes of African History, Nairobi, 1968を参照。最近のアフリカ経済史研究の展望と

しては、 P.T.Zeleza,A Modern Economic History of Africa, Vol.l : The Nineteenth 

Century, Dakar, 1993, pp.1-22なお、以下の優れた研究史展望がある。 AG.Hopkins,

"African Economic History: the First Twenty-Five Years", Journal of African History, 

30-1, 1989, pp.157-163. J.Iliffe,"The Origins of African Population Growth", Journal of 

African History, 30-1, 1989, pp.165-169. A.G.Hopkins,"Big Business in African Studies", 

Journal of African History, 28-1, 1987, pp.119-140. P.Manning,"The Prospects for 

African Economic History : Is Today Included in the Long Run?", African Studies 

Review. 32, 1989, pp.49-62. 

7) この立場の研究者の諸論稿は、以下の三部作に収められている。 S.Marks& A.Atmore 

eds., Economy and Society in Pre-industrial South Africa, London, 1980. S.Marks & 

R.Rathbone eds., Industrialization and Social Change in South Africa : African Class 

formation, culture and consciousness, 1870-1930, London, 1982. S.Marks & S.Trapido 

eds.. The Politics of Race, Class and Nationalism in Twentieth Century South Africa, 

London, 1987. 

8)たとえば、 N.Worden, The Making of Modern South Africa : Conquest, Segregation 

and Apartheid, Oxford, 1994, pp.5-33, 50-64．の記述を参照。最近、ウォーデンの著書以外

に次のような南アフリカ史の通史が公刊された。 R.Ross,A Concise History of South 

Africa, Cambridge, 1999. }.Barber, South Africa in the Twentieth Century, Oxford, 

1999また、ダベンポートの古典的な著書、 T.R.H.Davenport& C.Saunders, South 

Africa : A Modern History, 5th eds., London. 2000．の第 5版がソーンダースとの共著で
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9) A.Black & J.Stanwix,"Manufacturing Development and the Economic Crisis : 

restructuring in the eighties", Social Dynamics, 13-1, 1987, pp.47-59.また、 S.Gelbed., 

South Africa's Economic Crisis, Cape Town, 1991．およびO.Crankshaw,Race, Class and 

the Changing Division of Labour under Apartheid, 1997.を参照。なお、現代南アフリ

カ経済論争については、 「南部アフリカ研究ジャーナル］に掲載された以下の論文があ

る。 N.Nattrass,"EconomicRestructuring in South Africa : the Debate Continues", 

Journal of Southern African Studies, 20-4, 1994, pp.517-531. R.Kaplinsky, "Economic 

Restructuring in South Africa : the Debate Continues : A Response", Journal of 

Southern African Studies, 20-4, 1994, pp.533-537. J,Sender,"Economic Restructuring in 

South Africa : Reactionary Rhetoric Prevails", Journal of Southern African Studies, 20-

4, 1994, pp.539-543. N.Nattrass，℃ontroversies about Capitalism and Apartheid in South 

Africa : an Economic Perspective", Journal of Southern African Studies, 17-4, 1991, 

pp.654-677. 

10) B.Fine & Z.Rustomjee, The Political Economy of South Africa : from Mineral-Energy 

Complex to Industrialization, Johannesburg, 1996. 

11) モルの以下の論稿を参照。 T.Moll,"Didthe Apartheid economy'fail'?", Journal of 

Southern African Studies, 17, 1991, pp.271-291. T.Moll,"Growth through redistribution・ 

a dangerous fantasy?", South African Journal of Economics, 59, 1991, pp.313-330.なお、

同様の立場をとる以下の論文も参照。 J.vdS.Heyns,"Aspectsof Fiscal Policy in South 

Africa, 1985-1995", South African Journal of Economic History, 10-2, 1995, pp.51-79. 

N.Nattrass,"Gambling on Investment : competing economic strategies in South Africa", 

Transformation, 31, 1996, pp.25-42戦後南アフリカの工業化と経済成長を展望したものと

しては、 S,Jones,"Realgrowth in the South African economy since 1961 Part II : the 

tertiary sector", South African Journal of Economic History, 6-1, 1991, pp.34-60.および

S,Jones,"Real growth in the South African economy since 1961", South African Journal 

of Economic History, 5-2, 1990, pp.40-60．を参照。

12) S,Jones ed., Financial Enterprise in South Africa since 1950, Basingstoke, 1992, p.19主

としてスタンダード・バンクの資料に依拠して書かれたS.Jones,The Great Imperial 

Banks in South Africa : a study of the business of Standard Bank and Barclays Bank, 

1861-1961, Pretoria, 1996.とA.Webb,The Roots of the Tree: a study in early South 
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African banking: the predecessors of First National Bank. 1828-1926, 1992．は、最近の

すぐれた南アフリカ銀行史研究である。

13) G.Verhoef,"Afrikaner Nationalism in South African banking: the case of Volkskas and 

Trust Bank", "Nedbank, 1945-89 : the continental approach to banking in South Africa", 

in S.Jones ed., Financial Enterprise in South Africa since 1950, Basingstoke, 1992.を参

照。

14) D.Innes, Anglo American and the rise of modern South Africa, Johannesburg, 1984．オ

ッペンハイマ一家の歴史については、 D.Pallister,S.Stewart & I.Lepper, South Africa 

Inc. : The Oppenheimer Empire, London, 1987を参照。なお、南アフリカ経済における

企業融合の経済的諸結果については、ルイスの研究がある。 D.Lewis,"Thecharacter 

and consequences of conglomeration in the South African economy", Transformation, 

16, 1991, pp.29-48. 

15) T.Cross,"Afrikaner nationalism, Anglo American and Iscor : the formation of the 

Highveld Steel and Vanadium Corporation, 1960-70", Business History, 36-3, 1994, pp.81-

99. R.Crompton, An industrial strategy for the commodity plastics sector, Cape Town, 

1995. F.C.vN.Fourie & A.Smith,"The South African cement cartel : an economic 

evaluation", South African Journal of Economics, 62, 1994, pp.123-143.また、 SJones ed., 

Financial Enterprise in South Africa since 1950, Basingstoke, 1992, pp.16-24を参照。

16)外国投資の動向と南アフリカ経済の変化については、以下の研究を参照。 P.Draper,

"Disinvestment and restructuring of the South African computer-hardware industry", 

South African Journal of Economic History, 10-1, 1995, pp.51-73. D.Duncan, 

"Foreign and local investment in the South African motor industry 1824-1992", South 

African Journal of Economic History, 7-2, 1992, pp.53-81. 

17) G.Verhoef,"The dynamics of South African banking in the 1980s", South African 

Journal of Economic History, 9-1, 1994, pp.84-109．前掲、 D.Lewis,"Thecharacter and 

consequences of conglomeration in the South African economy", Transformation, 16, 

1991, pp.29-48．も参照。

18) A.Minaar,"The effects of the great depression (1929-1934) on South African white 

agriculture", South African Journal of Economic History, 5-2, 1990, pp.83-108.また、両

大戦間期における羊毛、メイズ、産業保護政策と雁用創出の問題を検討したミナール、

ランビー、アーチャーの研究は興味深い。 A.Minnar,"TheGreat Depression 1929-1934 : 
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adverse exchange rates and the South African wool farmer", South African Journal of 

Economic History, 5-1, 1990, pp.31-48. A.Minnar,"The South African maize indusry's 

response to the Great Depression and the beginning of large-scale sate intervention 

1929-1934", South African Journal of Economic History, 4-1, 1989, pp.68-78. A.Lumby, 

"Foreign Trade and economic growth : South Africa during the inter-war years", 

South African Journal of Economic History, 5-2, 1990, pp.61-82. A.Lumby,"A comment 

on the real forces in South Africa's industial growth prior to 1939", South African 

Journal of Economic History, 5-1, 1990. S.Archer,"Industrial protection and employment 

creation in South Africa during the inter-war years", South African Journal of 

Economic History, 4-2, 1989, pp.4-24.また、ナタールの砂糖業については、リンカーン

の研究を参照。 M.D.Lincoln,"Theculture of the South African sugarmill : the impress 

of the sugarocracy", Ph.D.Thesis, University of Cape Town, 1985なお、リンカーンには、

別稿、 D.Lincoln,"Filesin the Sugar bowl : the Natal Sugar Industry Employer's Union 

in its heyday, 1940-1954", South African Historical Journal, 29, 1993, pp.177-208．がある。

19) W.Beinart,"Soil erosion, animals and pasture over the longer term : environmental 

destruction in southern Africa", in M.Leach & R.Mearns, The lie of the land, 1996, ch.3. 

なお、 W.Beinart& P.Coates, Environment and History : The taming of nature in the 

USA and South Africa, London, 1995.もあわせて参照。

20) C.Van Onselen, The Seed is Mine : the life of Kas Maine, a South African share-

cropper, 1894-1985, New York, 1996.本書の書評としては、たとえばK.Breckenridge,

"Orality, Literacy and Archive in the Making of Kas Maine", Journal of Natal and Zulu 

History, 17, 1997, pp.120-136.また、 'Moneywith Dignity': Migrants, Minelords and the 

Cultural Politics of South African Gold Standard Crisis, 1920-33", Journal of African 

History, 36-2, 1995, pp.271-304.を参照。なお、 C.Bundy& W.Beinart, Hidden Struggles 

in rural South Africa, London, 1987．もあわせて参照。

21) W.Beinart,"Transkei smallholders and agrarian reform", Journal of Contemporary 

African Studies, 11-2, 1992, pp.178-199.農場労働政策の影響については、 S.Schirmer,

"Reactions to the state : the impact of farm labour policies in the mideastern 

Transvaal", South African Historical Journal. 30, 1994, pp.61-84. H.S.Simelane,"The 

colonial state, peasants and agricultural production in Swaziland, 1940-1950", South 

African Historical Journal, 26, 1992, pp.93-115. D.Duncan,"The state divided : farm 
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labour policy in South Africa. 1924-1948", South African Historical Journal. 24, 1991, 

pp.67-89. J.Lambert,"The undermining of the homestead economy in colonial Natal", 

South African Historical Journal, 23, 1990, pp.54-73. R.Morrell,"African Land purchase 

and the 1913 Native Land Act in Eastern Transvaal", South African Historical Journal, 

21, 1989, pp.1-18を参照。南アフリカの出稼ぎ労働史については、 A.R.Booth,"Home-

stead, State and Migrant Labour in Colonial Swaziland", African Economic History, 14, 

1985, pp.107-145. A.Jeeves, Migrant Labour in South Africa'.s Mining Economy : the 

Struggle for the Gold Miners'Labour Supply, 1890-1920. Kingston, 1985. A.H. 

Jeeves,"Identity. Culture and Consciousness : industrial work and rural migration in 

Southern Africa, 1860-1987", South African Historical Journal, 33, 1995, pp.194-215. 

A.Jeeves,"Migrant labour and South African expansion, 1920-1950", South African 
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University. 1975. 
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Peasants Societies: Selected Readings, 2nd ed, London, 1988. 

14) T. Yoshikuni, "Strike Action and Self-Help Association: Zimbabwean Worker Protest 

and Culture after World War I", Journal of Southern African Studies, Vol.15, No.3, 

1989. 

15) S. Marks & R. Rathbone eds., Industrialization and Social Change in South Africa : 

African Class Formation, Culture and Consciousness, 1870-1930, London, 1982. 

16) C. van Onselen, Studies in the Social and Economic History of the Witwatersrand, 

1886-94, Vol.1: New Babylon, Vol.2: New Nineveh, Harrow, 1982. 

17) T.Yoshikuni,"Black Migrants in a White City : A Social History of Harare, 1890-1925" 

University of Zimbabwe, Ph.D.1989. Do.,"Notes on the influence of Town-Country 

Relations on African Urban History : Experience of Salisbury and Bulawayo before 

1957" in B.Raftopoulos & T.Yoshikuni eds.. Sites of Struggle : Essays in Zimbabwe 

Urban History, Harare, 1999. 

18) N. Bhebe, Benjamin Burombo: African Politics in Zimbabwe, 1947-58, Harare, 1989. 

19)考えてみれば、ジンバブエの歴史記述は、マーティンとジョンソンの 「ジンバブエの闘

争＿チムレンガ戦争＿』（1981年）やアストローの「ジンバブエ＿迷える革命？＿」

(1983年）で決して終わったわけではない。最近の研究で言えば、キャロム・トムソン

の［帝国主義への挑戦 ジンバブエの解放におけるフロントライン諸国一ー』 (1985年）

とアンソニー・ヴェリールの「ジンバブエの道 1890-1980』(1986年）は、黒人多数

支配へ向けたジンバブエの闘いに貢献した要因は、これから解釈されるべきであること

を示しているのであって、問題がいまだオープン・エンドであることを明らかにした。

しかも、ジンバブエの独立に向かうさまざまな同時代の史料を網羅したG・ バウムホッ

ガーの「独立への闘い一ー最近のジンバブエの事態の展開に関する資料＿』（1984年）

は追求されるべき課題のあまりにも多いことを教えてくれる。また、問題をジンバブエ

社会の内側から深く歴史的に探る研究として、デイヴィッド・ランの 「銃と雨一ージン

バブエにおけるゲリラと祖霊ー一ー」(1985年）とテレンス・レンジャーの『ジンバブエ

における農民意識とゲリラ戦争j(1985年）があることを付け加えておきたい。この 2

つの研究は、ジンバブエの祖霊信仰が政治システムの中心をなし、農民経済と緊密に結

合していたことを示しただけでなく、ゲリラ戦争を人民の闘いとすることを宗教が妨げ、

新しい社会の建設には近代的な体制が不可欠であるとする考えも、あまりにも単純すぎ
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社 (BritishSouth Africa Company, BSAC)の支配したザンベジ川以南の領土は、初期

には、ザンベシアまたは、マタベレランド・マショナランドとして知られていた。それ

らの領土は、 1894年のOrderin Councilではマタベレランドと呼称されたが、条項によ

っては、マショナランドやマニカランドと称されている場合もあった。 1895年以降、ザ

ンベジ川の以南および以北のBSACの領士は、すべて、非公式に．セシル・ジョン・ロ

ーズの名前にちなんでローデシアと呼ばれた。 1897年中頃、この名称は、公式文書に使
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立法議会は、“ローデシア’'は南ローデシアをさすという領土の定義に関する

Interpretation Amendment Actを通過させた。その後、ローデシアという名称が使われ
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14)イギリス政治における帝国の問題については、 R.E. Robinson, "Imperial Problems in 

British Politics, 1880-1895", in The Cambridge History of the British Empire, Vol. ill, 
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16) この金鉱発見は、ある意味で、 トランスバール共和国の経済的、政治的立場を強化する

ことになり、南アフリカ史に重大な影響を与えた。それは、イギリスの南部アフリカ支

配を脅かし、この結果、 「第 2のランド」を求めて、北方への進出を企てる契機となっ
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Consolidated Gold Fields of South Africa Ltd, The Gold Fields, 1887-1937, London, 

1973.を参照。この間のローズの活動については、 I.R. Phimister, "Rhodes. Rhodesia 
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ル・ローズと南アフリカ ］誠文堂新光社、 1980年、 78~79ページを参照。なお、

B.Roberts, Cecil Rhodes: Flawed Colossus, New York, 1987. A.Thomas. Rhodes, New 

York, 1996．を参照。南ローデシア鉱業史に関して、フィミスターの以下の別稿も参照。

I. R. Phimister, "Alluvial Gold Mining and Trade in Nineteenth-Century South Central 

Africa", Journal of African History, Vol. 15, No. 3, 1974, Idem, "The Reconstruction of 

the Southern Rhodesian Gold Mining Industry, 1903 -10",Economic History Review, 

2nd ser., Vol. 29, 1976, Idem, "The Structure and Development of the Southern 

Rhodesian Base Mineral Industry, 1907-Great Depression",Rhodesian Journal of 

Economics, Vol. 9, No. 2, 1975. 

17)鈴木正四、前掲書、 90~95ページ。BSACの設立事情と特許状の内容については、 J.S. 

Galbraith, Crown and Charter, pp. 106-127を参照。℃hartreof The British South 

Africa Company" (C.8773, 1898) in H.H.Marshall, From Dependenec to Statehood in 

Commonwealth Africa, vol.2: Central Africa, New York, 1982, pp.179-185. 

18)ローズのダイヤモンド鉱業の独占については、 R.Turell, "Rhodes, De Beers, and Mono-

poly", The Journal of Imperial and Commonwealth History, Vol. 10, No. 3, 1982,を参照。

また本書、第 4章を参照。

19)ある報告によると、 50万ポンド以上の金額が応募されたといわれる。 1895年になると、

この傾向は、ますます促進され、南ローデシアにおける鉱山開発会社の数は、200社に

のぽった。このプームは、南ローデシアにおける鉱物資源の過大評価に基づいている面

もあるが、 1894-95年の第二次ランド金鉱ブームに密接に関連していた点も見のがせな

い。すなわち、ブラワヨとランドという 2つの株式市場が結びついてはじめて、南ロー

デシアの金鉱プームが持続したのである。マショナランドとマタベレランドヘの侵入に

ついては、 J.S. Galbraith, Crown and Charter, pp. 128-153, 287-309を参照。南アフ
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リカ金鉱業の発展については、 P.Richardson & Jean-Jacque van Helten, "The 

Develop-ment of the South African Gold-Mining Industry, 1895-1918",Economic 

History Review, 2nd, ser., Vol. 37, No. 3, 1984.を参照。

20)植民地化以前のショナ人の社会と経済については、 D.Beach, "The Shona Economy: 

Branches of Production", in R. Palmer & N. Parsons eds., The Roots of Rural Poverty 

in Central and Southern Africa, London, 1977, pp. 37-65.を参照。なお、アフリカ人農

民層の分解については、 I.R. Phimister, "Peasant Production and Underdevelopment 

in Southern Rhodesia, 1890-1914, with Particular Reference to the Victoria Distri-

ct",in The Roots of Rural Poverty, pp. 255-256.を参照。ジェームソン侵略事件に関

しては、鈴木正四、前掲書、 154-188ページ、 E.Longford, Jameson Raid: the Prelude 

to the Boer War, London, 1982.を参照。

21) その時点までの南ローデシア鉱業は、 7,000オンス未満の金しか生産できなかったが、

1899年だけでも6,500オンスの金が生産され、 1902年には、生産は20万オンスに達した。

Phimister, "Economic and Social History of Zimbabwe",pp. 33, Idem., "Zimbabwe", 

pp. 254-255. 

22) Phimister, "Economic and Social History of Zimbabwe",pp. 33-34, 34-36, Idem., 

"Zimbabwe," pp. 255-257.アフリカ人農民の農産物市場からの排除に関しては、 I.R. 

Phimister, "Peasant Production and Underdevelopment in Southern Rhodesia",in 

The Roots of Rural Poverty,および、 Idem.,"Meat and Monopolies: Beef Cattle in 

Southern Rhodesia, 1890-1938" Journal of African History, Vol. 19, No. 3, 1978.参照。

23)巨大鉱業資本家の主張は、次の三点に要約できる。 (1)南ローデシアの移民社会の不満は

深刻だが、この不満は現体制下で解消できる。 (2)ランドからの労働力調達の無制限競争

を恐れるあまり、 トランスバールあるいはケープいずれかとの併合をローデシア鉱山会

議所が考えたりすれば、ローデシアの進歩と繁栄に悲惨な影響が出る。 (3)しかしながら、

ローデシアの白人社会が自治を要求できるほど成長するまでは、 BSAC統治下で鉱業の

維持•発展をはからざるをえない。 Phimister, "Economic and Social History of 

Zimbabwe",pp. 43-44, Idem., "Zimbabwe",p. 257. 

24)南ローデシア鉱業における白人およびアフリカ人労働者に関する歴史的問題については、

I. R. Phimister, "White Miners in Historical Perspective: Southern Rhodesia, 1890-

1953" Journal of Southern African Studies, Vol. 3, 1977,および Idem.,"African 

Labour Conditions and Health in Southern Rhodesian Mining Industry, 1898-1953", 

327 



in I. R. Phimister & C. Van Onselen eds.. Studies in the History of African Mine 

Labour in Colonial Zimbabwe, 1978.を参照。Phimister,"Economic and Social History 

of Zimbabwe",pp. 45~56, Idem.. "Zimbabwe",p. 258. 

25) G. Williams, "Equity, Growth and State: the Riddell Report",in Past and Present in 

Zimbabwe, p. 114. I. R. Phimister. "Peasant Production and Underdevelopment in 
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出発しなければならない。I.R. Phimister, "Accommodating Imperialism: The Com-

promise of the Settler State in Southern Rhodesia,1923-1929" Journal of African 

History, Vol. 25, No. 3, 1984.参照。

26) Financial Times, October 26, 1964.本広告は、本紙のザンビア特集記事とともに掲載さ
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済史および南部アフリカ植民地経済史を研究することができるであろう 。また、近年、
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"Non-European Foundations of European Imperialism: Sketch for a Theory of 

Collaboration" in R. Owen & B. Sutcliffe, ed., Studies in the Theory of Imperialism. 
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あとがき

1993年 9月、ジンバブエのハラレにあるSAPEMTrustでバーナード・マグ

パネに初めて会った時、彼は、箪者を「ジャパニーズ・アフリカニスト・ヒス

トリアン」と呼んだことを今も鮮明に記憶している。それ以来、この「アフリ

カニスト・ヒストリアン」という言葉からずっと離れられずにいる。1999年 7

月、ウエスタンケープ大学で開催された 「南アフリカ歴史学会」 の大会に参

加した時、久しぶりにこのベンに再会した。その時も、やはり彼は、微笑みな

がら箪者に「ジャパニーズ・アフリカニスト・ヒストリアン」と呼び掛けてく

れたのである。今から17年前出版されたビル・フロインドの 『アフリカ史』は、

「アフリカニストの歴史家とアフリカの歴史」という 1章からはじまる。いっ

たい「アフリカニスト・ヒストリー」と「アフリカン・ヒストリー」とは、何

であろうか。また、両者の関係はどのようなものなのであろうか。さらに、ベ

ンのいう「ジャパニーズ」という形容がつくとき、そこにはいったいどのよう

な意味がこめられているのであろうか。そのようなことをずっと考えてきたよ

うに思う 。

さて、アフリカの人々は、自らの生活と社会関係を歴史的に常に概念化して

きた。エチオピアの高地、東アフリカの沿岸、西アフリカのサバンナでは、記

述された歴史の可能性をもっていたと考えられるが、アフリカの人々の歴史的

知識の多くは、詩、音楽、 ドラマなど口伝えの形をとってきたと一般には考え

られている。しかし、アフリカの分割と征服と共に、アフリカの文化的活動の

自生的発展の道は閉ざされてしまう。

一方、植民地の征服者たちは、有効な統治と資本主義事業の促進のためにア

フリカについての的確な知識を得ようとした。この植民地支配のコンテクスト

のなかでアフリカが一つの実体として初めて認識されることになるのである

が、ここにアフリカ大陸の専門家としての「アフリカニスト」が誕生する。も

ちろん、彼等以外にアフリカの専門家がいなかったというのではない。あえて

あげるとすれば、南アフリカの移民社会において独自の歴史を造り出してきた
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アフリカーナのナショナリズムに発する文化活動は、アフリカーンス語で書か

れた歴史を出版していた。ただし、この歴史は、アフリカ人大衆にはまった＜

配慮の及ばない移民社会の歴史であったことを急いで付け加えておきたい。あ

るいは、アフリカ出身で西インドや北アメリカで暮らさざるをえない境遇にお

かれた人々によって過去の不名誉を回復し、アフリカを全体としてとらえるパ

ン・アフリカニズムの立場から書かれた歴史があった。

しかし、第二次世界大戦後、西洋においてアフリカ史研究の枠組をあらため

て創り出そうという強い動機が現れた。西洋の政治的経済的利害とアフリカの

支配階級との新たな協力の枠組が求められていたからである。それには、「ア

フリカニスト」の歴史の肉付けが必要とされたのである。この時期に、アフリ

カ史の研究拠点となったばかりでなく、西洋に対してもアフリカの知識人に対

しても「アフリカ」を解釈する「アフリカニスト」の拠点が生まれた。すなわ

ち、ロンドン大学のSOAS、ノースウエスタン大学のアフリカ研究センター、

ボストン大学のアフリカ研究センターなどであった。この時代の「アフリカニ

スト」は、「アフリカ人の観点」を代表していると自負し、「アフリカ人は歴史

をもっ」ということが彼等によって主張されはじめた。「アフリカニスト」に

とって最大の成果は、前植民地時代のアフリカ史の研究である。「前植民地時

代の歴史こそアフリカの歴史」であった。ところが、社会人類学と文化人類学

の成果を無批判に利用し、「時間を無視した現在」 (timelesspresent)が過去

の説明にまで引き延ばされる方法には限界があった。

1960年代のアフリカ史研究における「原初的」反植民地抵抗運動の発見と

「近代的」第二次抵抗運動の研究への展開をへて、 1970年代には、「アフリカ人

のイニシャティブ」という新しい通念がアフリカ人から攻撃を受けた。ここに

「ラデイカル・ペシミズム」が登場する。彼等は、「低開発の発展」という分析

概念をもちこんだ。従属と低開発の起源という観点からアフリカ史が再解釈さ

れはじめる。これは「アフリカニスト・ポジテイビズム」との決別を意味した。

今日、アフリカニストの歴史家にできることは、何だろうか。「ジャパニー

ス・アフリカニスト・ヒストリアン」に書ける歴史とはどのようなものなので

あろうか。筆者は、この解答をまだ見出せないでいる。
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さて、本書は、これまでの南部アフリカ社会経済史研究に新基軸を提起しよ

うというような大袈裟なことを考えて執筆されたものではない。本書は、筆者

が南部アフリカの社会や経済の歴史に関心をもち、牛歩ながら、多くの先学を

導きの糸としつつ、これまで折に触れて書き記してきた研究論文と研究ノート

からなりたっている。掲載するにあたっては、かなり時間を経過した論稿もあ

り、躊躇するところもあったが、筆者の研究の経過をとどめておくという意味

で、若干の加筆と訂正を加えて掲載することにした。以下は、その初出一覧で

ある。

「南アフリカにおけるイギリス投資ーフランケルの所説を中心として一」（矢口

孝次郎編著『イギリス帝国経済史の研究J東洋経済新報社、 1974年、 217-240

ページ）

「1870-1914年の南部アフリカにおける鉄道建設について」（関西外国語大学

『研究論集』 32号、 1980年、 325-338ページ）

「1886-1914年の南アフリカにおける金鉱業について一CornerHouse Groupを

中心として一」（関西大学「経済論集』 30巻 1号、 1980年 17-34ページ）

「19世紀後半における南アフリカの銀行業についてーTheStandard Bank of 

South Africa Ltdを中心にして一」（関西外国語大学『研究論集』 34号、 1981

年、 151-164ページ）

「イギリス南アフリカ会社史に関する一考察ー1890-1924年の北ローデシアに

おける活動を中心にして一」（日本アフリカ学会『アフリカ研究』 23号、 1983

年、 70-81ページ）

「現代アフリカ経済史研究に関する覚書ー1800年以前のアフリカ経済を中心と

して一」（関西外国語大学『研究論集』 39号、 1984年、 193-207ページ）

「19世紀アフリカ経済史研究に関する一試論ー1800-1870年のアフリカ経済を

中心に一」（関西外国語大学『研究論集』 40号、 1984年、 415-436ページ）

「ジンバブエ社会経済史研究に関する覚書」（関西外国語大学『研究論集』 43号、

1986年、 197-210ページ）

「大西洋奴隷貿易とアフリカにおける奴隷制 1600-1800年」（関西アメリカ研

究会編『アメリカン・ラビリンス』玄文社 1986年、 19-40ページ）

357 



「ジンバブエ資本主義の形成に関する諸研究ーイアン・フィミスター著『ジン

バブエ経済社会史、 1890-1948年：資本蓄積と階級闘争』の評価」（アジア経

済研究所 『アジア経済』32巻 6号、 1991年、 83-90ページ）

「植民地期南ローデシアにおける鉱業の発展とアフリカ人の移動」（池本幸三編

「近代世界における労働と移住」阿眸社、 1992年、 233-236ページ）

「i!l:界経済とアフリカ」（岡倉登志編 『アフリカ史を学ぶ人のために』世界思想

社、 1996年、 42-68ページ）

「南ローデシア植民地における白人移民社会の形成と帝国意識」（木畑洋一編

『大英帝国と帝国意識』ミネルヴァ書房、 1998年、 201-235ページ）

「南ローデシア植民地形成期におけるキングズレー・フェアブリッジ」（栗本英

泄•井野瀬久美恵編 『植民地経験』人文書院、 1999年、 170-196ページ）

「アフリカの世界を考える」（北川勝彦編 「＜南＞から見た世界 03 アフリカ

一国民国家の矛盾を超えて共生ヘー』大月書店、 1999年、 15-46ページ）

「南アフリカ経済史研究の課題」（関西大学 『経済論集』50巻4号、 2001年）

以下では、この研究を進めていく上で御助力をいただいた先学への謝意をこ

めて、筆者のこれまでの南部アフリカ社会経済史研究をふりかえって、思いつ

くままに書き記しておきたいと思う 。

イギリス産業革命史の研究からはじめた筆者が南アフリカ経済史研究にむか

う契機となったのは、恩師、矢口孝次郎先生の古希を記念する論文集 『イギリ

ス帝国経済史の研究』に南アフリカ経済に関する一論文の執筆を勧められたと

きにはじまる。その後、和歌山大学におられた角山 榮先生（現堺市博物館館

長）が編集された『講座西洋経済史 皿巻 帝国主義』に「南アフリカ」を執

筆するようにお勧めをいただいたことが、いま一つの契機であった。今日にい

たるまで角山先生からいただいた学恩の大きさに比べて、それに十分応えるこ

とができない身を恥じ入るばかりである。

当時、筆者は、自らの周辺にアフリカ研究あるいはアフリカ史を専門とする

研究者を見出せずにいたところ、南アフリカ経済史の研究を始めるにあたって

アフリカ学会への入会とその後の研究でお世話になったのが、津田塾大学にお
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られた山田秀雄先生とアジア経済研究所の林 晃史先生（現千葉敬愛大学教授）

である。

以後、筆者は、 H本アフリカ学会会員の諸研究に啓発されながら、南アフリ

カの金鉱業、鉄道建設、銀行業の歴史について、主として二次文献に基づく研

究を続けると共に、サハラ砂漠以南のアフリカ経済史全般に研究を広げようと

していた。そんな折、当時、グラスゴー大学におられたフォーブス・マンロー

先生やケンブリッジ大学のジョン・アイリフ先生の著作に接し、お目にかかれ

ないまでも両先生の著作に学びながら研究を進めてきたのである。後に機会を

えて、両先生の著書ー 「アフリカ経済史 1800-1960』と 「アフリカ資本主義

の形成』ーを翻訳出版することになった。

周知のように、 1980年代は、南アフリカ共和国のアパルトヘイト（人種隔離）

政策に対する国際的な非難がおこり、教育文化面での交流が禁止され、また経

済制裁が行われた時代であった。そのような状況の中で、筆者が直面した問題

は、二つあった。第 1は、南アフリカ経済史研究あるいはひろくアフリカ経済

史研究がわが国で成立しうる理論的および現実的基礎とはいったいどのような

ものであり、それが成熟しているのか、という問題である。第 2は、南アフリ

力において寵接に調査研究に従事できない状況でどのようにして経済史研究を

継続するか、という問題であった。以上のような状況の中で、筆者は、次のよ

うな研究に取り組むことになる。第 1は、日本において、しかも外国人研究者

と異なる視角からアフリカないし南アフリカの経済史の研究にむかう道であ

る。これについては、角山 榮先生の御教示により、「日本領事報告資料」と

出会うことで道がひらかれた。もちろん、今にいたっても、当時、角山先生か

らいただいた課題をすべて果たせたわけではない。その一部は、『日本一南ア

フリカ通商関係史研究』（国際H本文化研究センター）として後に出版される

ことになった。第 2は、南アフリカ共和国におけるアパルトヘイト廃絶への道

を経済史の立場からどのように考えるかという点であった。筆者は、自らの経

済史研究の対象の中に旧英領の南ローデシアから一方的独立宣言を経てようや

くジンバブエ共和国として独立した地域を加えることで、ジンバブエを一つの

リファレンスとしつつ植民地支配からの離脱の問題として南アフリカ経済史を
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南部アフリカ社会経済史の展開に位置づけて考えようとしたのである。具体的

には、筆者は、もっぱら「イギリス南アフリカ会社」史の研究に焦点をあわせ

た。そこで、当時、しばしば、アフリカ研究関係の諸雑誌にすぐれた研究を発

表しておられたケープタウン大学のイアン・フィミスター博士（現オックスフ

ォード大学）にいろいろと御教示をいただくことになった。博士に初めて匝接

お目にかかったのは、二人の間で研究交流がはじまってずいぶん後の1993年の

ことである。

また、筆者が研究を進めていく上で、いくつかの研究会の方々のお世話にな

った。第 1は、 1989年から10年間続いた立命館大学と龍谷大学を中心にした京

都・南部アフリカ研究会である。この研究会への参加がなければ、 1990年以後、

南アフリカ共和国とジンバブエ共和国におけるフィールドワークはできなかっ

たであろう 。第 2は、龍谷大学社会科学研究所で池本幸三先生が主宰された共

同研究「近代世界における労働と移住」である。この研究会の闊達な議論は、

植民地期南ローデシア社会経済史研究を発展させてくれた。第 3は、やはり

1989年に発足したイギリス帝国史研究会である。筆者にとって、今や学問的に

もっとも生産的なメンバーの集うこの研究会に参加させていただいたことは大

きな喜びである。帝国史研の年 2回の例会は、人の輪を広げてくれただけでな

く、新しい研究動向に眼を開いてくれた。

策者は、幾たびか転職し、現在にいたっているが、この際、あらためて謝意

を表したい同世代に属する 4人の人物をあげることを許していただきたい。箪

者の常によき学問上の理解者であり、また、どのような質問に対しても群を抜

いて的確な助言を下さるとともにアメリカという現象を学ぶ上でよき指導者で

ある柏岡富英氏。東南部アフリカの民族解放闘争 (mamachi)研究の同志

（コムラド）であり、アフリカという実に刺激的な現象の研究を常に導いてく

れるゴードン・サイラス・ムアンギ氏。日本の対アフリカ政筑と国際関係のな

かで自らのアフリカ研究を位置付けることの大切さを教えてくれた森川 純

氏。日本におけるアフリカ史研究の国際的水準を維持できる数少い人物の一人

であり、箪者の南ローデシア社会経済史研究を導いてくれる吉國恒雄氏。これ

らの人々がいなければ、生来怠惰な筆者が研究をまとめていくことなど到底不
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可能であっただろう 。

また、現在の職場の同僚であり、西洋経済史研究会の場で常に有益な御助言

をいただくとともに、本書の出版助成を受ける上で推薦をいただいた原田聖ニ

教授と加勢田博教授に謝意を表したい。なお、本書の出版にあたってお世話に

なった関西大学出版部の皆さん、それに索引の作成および校正に力を貸してく

ださった大学院学生の宇都宮浩司君と古松丈周君にもこの場を借りてお礼を申

し上げる。

2001年1月

千里山の研究室にて
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アサンテ (Asante) 60,91 

アシャンティ 41,50 

ー王国 41 

一金鉱会社 67 

アスベスト 79,182,237-238,25 l 

アトキンズ (KE.Atkins) 162 

アパーカフエ (Upper-Kafue)地区

（後のコペーベルト） 201 

アバチャ (S.Abacha) 15 

アパルトヘイト（→人種隔離）

75, 79,97,105,154-157,167-169 

アビオラ (M.Abiola) 15 

袖ヤシ 50-51 

アフリカ

統一機構 (OAU) 4 

一独立国際会議 3 

一の植民地化

4,9-10,25,65-68,176-l 77 

の角 16,52 

の分割 (ThePartition of Af-

rica) 6,31,63-66 

一民族会議 (ANC,AfricanNa-

tional Congress) 9 

アフリカ・メソジスト英国聖公会

183 

アフリカーアジアの地域間交易

(Afro-Asian interchange) 52 

アフリカーナ

103,106,154,158,164,213,215,217, 

221,225 

一連立政権 75 

アフリカ人商人 50,52,72,92 

アフリカ人仲介疵人 53 

アミルカル・カブラル

(Amilcar Cabral) 13 

アメリカン・ローデシア・セレクシ

ョン・トラスト社 73 

アラブ商人 52 

アリ (RAily) 161 

アリス金鉱 266 

アレキサンダー・クロール

(Alexander Croll)商会 147 

アングロ・ボーア戦争 7,74,103-

105,130,161,191-192,203,213,218, 

241,249,263,265-266 

アングロアメリカン社 73,79,201 

アングローバル社

(Anglovaal) 158 

アンゴラ

4,7,13,41,78,83,89,94,207,247 
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アンチモン 79 

イアン・スミス体制 178 

イギリス

一毛織物工業 55,143-144 

―女性移民協会 (BritishW o-

men's Emigration Association) 

215,264 

一帝国 194 

ー帝国政策

ー帝国特恵

110.180 

182-183 

一南アフリカ会社 (BritishSou-

th Africa Company [=BSAC] 

64,68,73,102,122,125,176,180,187-

193,195-202,204,205-207,212-216, 

231-232,235-237,258,261,264-265 

一領西アフリカ 11 

一領熱帯アフリカ 72 

イスラーム系 72-73 

イスラーム商人 73,234 

イフェ 34 

移民

364 

アジア系ー 104 

アフリカーナー 155 

イギリス系一

57,99,106,155,217,225,269 

ー政策 216-219 

ー農業 58 

一責任政府 176 

インド系ー 165 

ウエールズ人ー 214 

白人一

8,99,152,154,165,176,181-183,189, 

l 92-l 93,198,209-230,232,240,248, 

253,262-263,269 

白人一農場 180-181 

南アジアー 72 

南アフリカー 213,215,265 

南ローデシアー

12,218,220,268 

ヨーロッパ人一

46,54,58,70,73-74,165,199,218,210, 

221-224,227,261,268-269 

インド

ー商人 52 

一人年季契約労働

57,99,240 

インニス (D.Innes)

インバンガラ 89 

158 

ヴァン・デュイン (P.VanDuin) 

166 

ウィキンズ (P.Wickins) 165 

ヴィシー政府 11 

ウイダー 48,91 

ウィットウォーターズランド

（通称ランド） 73,102,113,116, 

l 19,127-133,135-138,150,155-156, 

162,181,189,202-203,234,239,242, 

252 



原住民労働協会 (Witwaters-

rand Native Labour Association 

[=WNLA]) 241-242 

ヴィリ 89-90 

ウィルソン (J.E.Wilson) 166 

ウェップ (A.Webb) 157 

ウエルナー (J.Wernher) 

133,135-137 

ウエルナー・ベイト商会

(Wernher, Beit & Co.,) 

102,133,135,138,140 

ウォーガー (W.Worger) 161 

ウォーデン (N.Worden) 97,166 

ウガンダ 12,70,72,74,78,194 

ウバンギ・シャリ 72 

ウムタリ 122,214,259,263-266 

ウラニウム 8,79 

英独条約 (Anglo-GermanTreaty) 

196 

英領ナタール 6 

エクスタイン (H.Eckstein) 135 

エクスタイン商会 (Eckstein& Co.,) 

133,135-137,140 

エジプト 51-52,194 

エスコム (ESKOM) 158 

エチオピア 9,25,32,34,52,78 

エトワール・ド・コンゴ鉱山 (the

Etoile du Congo mine) 207 

エメカ・アニャオク

(Emeka Anyaoku) 4 

エルドレッジ (E.A. Eldredge) 

165 

オールドミューチュアル

(Old Mutual) 158 

オタビ鉱山地帯

(Otavi mining) 207 

オタワ協定

（→帝国特恵制度） 70 

オッペンハイマー

(E. Oppenheimer) 73,201 

オバサンジョ

(O.Obasanjo) 15 

オビンブンド 41,53 

オマニ (Omani) 54 

オヨ (Oyo) 34,41,48,60,90-92 

オランダ東インド会社 110,143 

オランダ南アフリカ鉄道会社

(the Netherlands South African 

Railway Company) 119,203 

オリエンタリズム 270 

オレンジ・リバー植民地 106 

オレンジ自由国

6,55,98,106,110,119,143,165,203, 

220,241 

オレンジ自由朴I 79 
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カ行

カーティス (J.S. Curtis) 135 

カーティス (L.Curtis) 105 

カーティン (P.D. Curtin) 40 

ガーナ 17 

カーナボン (LordH.Carnavon) 

100.161 

会議人民党 (CCP) 11 

カウンダ (K.Kaunda) 15 

ガオ 30 

カカオ 16-17,38,71-72 

カサンジェ 89 

ガゼンベ 90 

カタンガ（シャバ）地方

8,53, 73,206-207 

カタンガ鉄道 (theChemin de fer 

du Katanga, CFK) 207-208 

カタンガ銅山 206,208 

カッツ (E.N. Katz) 161 

カノ 34 

カビラ (L.Kabila) 15 

カプラン (D.Kaplan) 164 

カメルーン 7,40,72,79 

カンサンシ鉱山 207 

関税と貿易に関する一般協定

(GATT) 76 

間接支配 7,198 

環大西洋経済 (trans-Atlanticeco-

nomy) 30-31,37-39,82 

カンバ (Kamba) 52 

キュク 12,75 

北ローデシア 7,8,12-13,73-74,79, 

125,193-202,241,244,247-249 

キッチナー

(H. H. Kitchener) 6
 

キッチン・カッファー

(Kitchen Kaffir) 223-224 

ギニアーシェラレオネ海岸 48 

ギニアビサウ 13 

キャメロン (R.Cameron) 

旧三大陸間交易関係

128 

(old tri-continental exchange rela-

tionship) 48 

キルワ (Kilwa) 30,52 

金鉱 8,50-51,73,113-114,116,118, 

122,127-133,135-137,140,146,150, 

188,202,212,234-235,237-238, 

株ブーム 150-151 

ー業 104-105, 113-114,116, 

118,127-133135,137,l 40,145,151, 

177,203,237-238 

の発見 116,150,187 

キンバリー 73,100-102,111,118-

l 19,133,135,140,161-162,204,212 

キンバリー・セントラル会社

(Kimberley Central Diamond Mini-

ng Co.) 112,150 
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グッドフェロー

(C. E. Goodfellow) 167 

クマシ 34.67 

クラーク (N.L. Clark) 163 

クラッシュ (J.Crush) 162 

グラッドストン

(W. E. Gladstone) 101 

グラハムズタウン 165 

クラン (Clan) 35 

グリカランドウエスト 101 

クリスティ (R. Christie) 163 

クルーガー (P.Kruger) 101, 

161 

クレイス (C.Crais) 166 

グレート・トレック

(Great Trek→大移動） 55,98, 

143,154,165 

クロス CT.Cross)

クロンプトン

158,163 

(R.Crompton) 158,164 

ケープ 6,58,97,100-101,106-107 

110,112,118-l 19,143,145,150,162, 

165-166,264 

植民地 6-7,54-55,59,73,97 

100,118-119,142-l 48,154,164,166 

203-204,214,258,263 

ーダッチ 101 

ーリベラリズム 99 

ケープタウン 4,94,97,101,103, 

118-119.14 7.150,158,165-167,215 

ゲスト CB.Guest) 162 

ケニア 6,12,15.17.66,7 4-75,78.173, 

194,211 

ケニャッタ (].Kenyatta) 12 

原住民委員会 (NativeCommission 

[ = N CJ) 240,267 

一指定地（→リザーブ）

16,7 4-75,78,160.l 76.180-181,193, 

222,226,268 

一登録法 177.183 

一土地法 74 

保護協会 (APS, Aborigi-

nes'Protection Society) 9 

鉱業 24,104,176-177.183.188.190-

193,231-255,267 

鉱業＝プランテーション型輸出経済

70,73-76 

工業化

イギリスの一 55,63-64 

ケニアの一 75 

南アフリカの一 74-75,79, 

155.162-163,169 

鉱山開発 111-118.158,202,232 

構造調整プロジェクト (SAP)

18 

高付加価値作物 16 

鉱物・エネルギー複合体 (mineral-

energy complex) 157 
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合法的商業 (legitimatecommerce) 

31 

コーサ人 100 

コートジボワール 17,72 

コーナー・ハウス・グループ

133-140 

コーパル 52 

コーヒー 16-17,38,65,71-72,77-78, 

150 

コープ (R.L.Cope) 161 

コーラ 73 

ゴールデイ (G.Goldie) 64 

ゴールドコースト（黄金海岸）

8,9,11,41,48,51,59,67,72,84,91-92, 

194 

ゴールドラッシュ 113,130 

ゴールドスミス

(O.Goldsmith) 46 

コールマン (F.L.Colman) 168 

国際通貨基金 (IMF) 16,18, 

76 

黒人居住区（→ロケーション）

99,222,268 

子ども移民 258-260,265 

子ども移民推進協会 (Society for 

furtherance of Child Emigration 

to the Colonies) 259 

コトレル (P.L.Cottrell) 128 

コプラ 54 
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ゴム 5,48,50-52,65 

小麦 143,150,166 

小屋税 (huttax) 65,176,189, 

198,242 

コロニアル・レジューム

228-230 

コングロマリット 158-159 

コンゴ

ベルギー領ー 12,73,78-79 

一王国 89 

一ー自由国 7,64-65.196 

一民主共和国 15 

コンセッション会社 8,64-65 

コンセントレーション・キャンプ

（強制収容所） 103,106 

コンパウンド・システム 161 

サ行

サイード CS.Said) 52,54 

ザイール 15 

サイザル麻 78 

材木 5,50,158 

砂糖 38,65,78,150 

ープランテーション 38,48, 

57,99 

一生産、砂糖貴族

(sugarocracy) 159 



砂漠間貿易 37 

サハラ以南アフリカ

(Sub-Saharan Africa) 4,21,28, 

30,32,37,46-4 7,58-59,65,68,70, 78, 

218 

サハラ砂漠縦断交易路 39 

サブスタンテイビスト 24 

サヘル 16 

サラザール (A.Salazar) 13-14 

産業調停法 (IndustrialConciliation 

Act) 218 

サンゴール (L.S.Senghor) 15 

ザンジバル (Zanzibal) 12,54 

ザンビア (18北ローデシア）

13,15,193-202 

サンラム (Sanlam) 158 

ジープス (A.H.Jeeves) 

ジェームソン侵略事件

162 

102,161, 

190,197-198,213,261-263 

ジェニングズ (H.Jennings) 

135 

シェプストン CT.Shepstone)

100 

シェル (R.C.H.Shell) 166 

シェル・ブリティッシュ石油 79 

資本主義 73.107,154,164,168,l 7 4, 

l 77,198,223,232-233 

国際一

(international capitalism) 27 

周辺部ー 174,183 

植民地一

一農業

21.24,71,233,255 

159 

南アフリカの一 103,107 

社会経済開発投資基金 78 

社会主義 (socialism) 27,178 

シャンガーン

(shangaan) 240-241 

従属学派（→従属論）

周辺部の周辺部

(periphery to periphery) 

自由貿易 64 

22,186 

31 

ーの帝国主義 (Imperialismof 

Free Trade) 

主従法 222,268 

ジュラ商人 73 

ジュンネ 30 

5,46,180 

小農型輸出経済 70-73 

ジョーンズ CS.Jones) 157 

植民地開発基金 70 

福祉法 78 

植民地省帝国移住委員会 (Colonial

Office Empire Settlement Commit-

tee) 216 

ショナ人 17 4.180-181.189-190, 

213,235,240,242-243,249,255,260-

262,263 

ジョハネスバーグ 101-102,113-

114,119,215 
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人口登録法 222,268 

新植民地主義 (neocolonialism)

27 

新帝国主義 (NewImperialism) 

47 

人頭税 65 

ジンバブエ 4,13,15,17,173-185, 

187,193,261,266 

ーアフリカ人民族同盟愛国戦線

(ZANU-PF) 15-16 

ーの資本主義

スウィナートン計画

173,179 

78 

スーダン 6,11,70,194 

スーダン・サヘル地域 37 

ズールー王国 98-100 

スカリー (P.Scully) 167 

スジャンボク人 267 

スタンウィックス (J.Stanwix)

156 

スタンダード・バンク

146-152,165,265 

スチュアート (R.Stewart)

147-148 

ステイン(M.T.Steyn) 106 

ステンハウス (T.Stenhouse)

146 

スピーゲル (A.Spiegel) 160 

スマッツ (M.Smuts) 164 

スミス (A.Smith) 158 
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スミス (Adamsmith) 5 

スミス CH.Smith) 137 

スミス (I.Smith) 13,153 

スワヒリ海岸 45,52,54 

世界銀行 (WB) 16,18 

枇界システム（→世界資本主義）

22,82-83,92,94,179 

石袖危機 17 

セテワヨ (Cetewayo) 101 

セネガル 7,15,40-41,79 

セネガンビア 48,50-51,59,84 

セヤーズ (RS.Sayers) 142,151 

ゼレザ (T.Zeleza) 21 

ソウエト蜂起 153 

象牙 5,38,48,50-53,57,65 

双務的交易関係

(bilateral relationship) 48 

ソールズベリー鉱山会議所 253 

ソーンダーズ

(C.Saunders) 167 

ソファラ 30 

ソマリ人 9,240 

ソンガイ 89 



タ行

第 2のランド 102,180,188-189, 

219,231,233-235 

第一次マタベレ戦争 188,235 

大西洋奴隷貿易 5,48,81-94 

第二次マタベレ戦争 235,239 

ダイヤモンド 5-6,9,73,111-112 

118,135,145,147-150,158 

一の発見 110,116,118-119, 

144,147 

一鉱業 73,112-113,118, 133 

140,144-145,14 7-151,159,161 

タカラガイ 52 

タバコ 38,65. 70,78-79,180,182, 

217,253 

ープランテーション 177 

ダホメ

(Dahomey) 41,50-51,60.90-92 

タンガニーカ 9,12,72,74,78,247 

ダンカン (D.Duncan)

タンザニア 3,12,15 

チェンバレン

163 

(].Chamberlain) 102,103,110, 

242 

チバロ (Chibaro奴隷、強制労働）

244-24 7,251,253-254,267 

チムレンガ

(Chimurenga) 213,262-263 

茶 16-17,38,78

チャールズ・バターズ商会

(Charles Butters & Co..) 

チャド 72 

チャンリー (].Chunley)

中央金鉱投資会社

135 

148 

(the Central Mining and Invest-

ment Corporation) 

チョウジ (cloves)

チルバ (F.Chiluba)

133,138,140 

6,54 

15 

チレンブエ (Chilembwe) 9 

帝国イギリス東アフリカ会社 (Im-

perial British East Africa Com-

pany) 64,195 

帝国意識 210,220,265 

帝国移民法

(Empire Settlement Act) 

帝国銀行

216 

(Imperial Bank) 143,157 

帝国主義 6,64.110,179-180,193, 

202 

テイラー (].Taylor) 135,137 

デインガネ (Dingane) 98 

鉄道 66-68,72,118-126,151, 190-

192,197,202-208,232,235,254 

デビアス鉱山会社

(De Beers Mining Co.) 

（→デビアス統合鉱山会社 (DeBe-

ers Consolidated Mines Ltd.)) 
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73,112-113,150,161,188 

デビッドソン

(B.Davidson) 43 

デュトワパン鉱山会社

テュレル (RV.Turrell)

デラゴア湾 203 

電力供給会社 (ESCOM)

112 

161 

163 

ド・カープ金鉱（→バーバートン・

ブーム） 113,150 

ド・キービート

(C.W.De Kiewiet) 167 

ド・ゴール (DeGaulle) 11 

ド・コック (Dekook) 167 

ドイツ東アフリカ会社 64 

銅 73,79

ドゥーリング

(W.L.Dooling) 165,167 

独立教会 183 

土地供与制度

(Land Grant) 

土地入植政策

218 

(Land Settlement Policy) 

土地分配法 74 

特許会社

(Chartered Company) 

195 

トムリンソン委員会 79 

218 

64,194-

トランスバール 73,102.104-105 

l 10,l 13,119,130,136,140,l 45,150, 

372 

162,203,220,242,248,254,261-262 

一共和国 165,213 

一鉱山会議所 (TransvaalCha-

mber of Mines) 203 

奴隷 36,50-53,57,143,166-167 

ー海岸 90-91 

ー商人 57 

一制生産地域 50 

ー制廃止 44,54-55 

一貿易 22,25,47-48,52,57,59, 

81-94,110 

トレッカー 98-100,154-155,164, 

213 

トンブクトゥ 30,34 

ナ行

ナイジェリア

8,ll,15,17,72,79,186,194 

一国民党 (NPN) 15 

ナターリア王国 98 

ナタール 6,55,57-59,98-101,104, 

106,112,119,143,162.165,203 

ナトラス (J.Natrass)

ナポレオン戦争 6 

ナミビア 8,13,16 

168 

南西アフリカ会社 (theSouth West 

Africa Company) 207 



南西アフリカ人民機構 (SWAPO)

13,16 

南部アフリカ地域経済

179,236,240-242 

南北アメリカ移民社会（奴隷制社会）

82 

ニエレレ (].Nyerere) 12 

西アフリカ 47-51 

ー海運会議 66 

ー商業会社 (SCOA) 72 

一生産物統制局 76 

ニジェール川デルタ 48,91 

二重経済 154-155,17 4 

ニッケル 79 

ニャサランド（現マラウイ）

10,12-13, 70,7 4,241,245,24 7-249, 

254 

ニャムウェジ (Nyamwezi) 52 

「ニュー・アフリカン』 4 

ニューベリー

(C.Newbury) 161 

ヌジョマ (S.Njoma) 3 

ヌデベレ人 102.17 4,180-181,188-

190,212-213,234,235,240,242-243, 

249,261,263 

ー戦争 212 

布 73

ネッドバンク (Nedbank) 157 

年齢階梯制

(age-set system) 35 

ハ行

バーガー (I.Berger) 163 

パース委員会 259 

ハートリー地区 236 

バーナ (S.Bhana) 165 

バーバートン・ブーム

(Barberton Boom) 130,150 

パーム油 5,65,71-72 

パイオニア・コープス 212,234 

パイオニア・コラム

(Pioneer Column) 

ハウサ商人 73 

234 

ハギンズ (G.Huggins) 217 

バスコンゴ・カタンガ鉄道会社

(Compagnie du Cheimin de fer du 

Bas-Congo au Katanga,BCK) 

206-208 

バストランド（現レソト）

242 

パス法 222,242,268 

パターソン (].Paterson)

バダグリ 48 

パダヤチー (V.Padayachee)

165 

パッカード (RM.Packard)

74, 

146 
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161 

ババンキダ (I.Babangida) 15 

ハモンド (].H.Hammond) 189 

バルナト (B.Barnato) 111.133, 

150 

バロツェランド 196 

パン・アフリカニズム 4,10 

バンク (A.Bank) 166 

バンシナ (J.Vansina) 43 

バンダ (H.Banda) 15,231 

バンバタ (Bambatha) 106 

ビアフラ湾 84-85,91-92 

BSAC警察隊 (BritishSouth Afri-

ca Company Police) 

ビーチ (D.N.Beach)

ビールズ (H.L.Beales)

東アフリカ 51-54 

212 

174 

43 

非植民地化 209-210,270 

ーの帝国主義 10 

ビスマルク (Ottovon Bismark) 7 

非部族化 (detribalization) 222 

ファイン (B.Fine) 157 

プアホワイト 104,217,224-226, 

270 

ファリー (G.Farie) 148 

ファンテ 41 

フィールドハウス (D.Fieldhouse)

186,270 

フィミスター (I.R.Phimister)

374 

l 73,175-184,186,211 

フィリップス (L.Philips)

フィリューン (R.S.Viljoen)

166 

ブーチ (R.Bouch) 165 

フーリー (F.C.vN.Fourie)

135 

158 

フェアブリッジ (K.Fairbridge)

257-266,268-270 

フェルホフ (G.Verhoef) 158 

フォード 158 

フォルクスカス (Volkskas)

158 

ブガンダ王国

(Buganda) 12,60 

複合選択過程

(straddling process) 181 

複数政党制民主主義を求める運動

(MMD) 15 

婦人ライフル・ピストル・クラブ

(Ladies Rifle and Pistol Club) 

221 

部族制度

(tribal system) 9,177,182 

フタ・ジャロン 41 

ブニョロ (Bunyoro) 60 

ブラザビル会議 11 

ブラック(A.Black) 156,164 

ブラック・ペリル（「黒人への恐怖」）

219-224,227,261,269 



フラニ 48 

ブラワヨ証券取引所 235 

フランケル (S.H.Frankel) 109-

l l l,l l 4,116,122-123,125,128,130, 

145 

フランコフォン・アフリカ 11 

フランス

ー・ダイヤモンド鉱山会社

(the Compagnie Francaise de 

Mine de Diamont du Cup) 133 

ー鉱山会社

(Compagnie Francaise des 

Mines de Diamont du Cap de Bon 

Esperance) 112,133 

ー西アフリカ会社 (CFAO)

72 

一領赤道アフリカ (AEF)

7,11 

一領西アフリカ (AOF)

7,11 

プランテーション 17,54,71,83,99 

ブリュッセル円卓会議 12 

ブルームフィールド

(AI.Bloomfield) 128 

ブルトフォンティン鉱山会社

112 

フレア CB.Frere) 100 

フレーザー・チャーマーズ商会

(Fraser & Chalmers) 135 

プレトリウス (A.Pretori us) 98 

フロインド CB.Freund) 165 

ブロークン・ヒル開発シンジケート

(the Broken Hill Development 

Syndicate) 206 

ブロンボ (B.Burombo)

255 

183, 

ブンデイ (C.Bundy) 175 

ヘイデンリク

(H.Heydenrych) 162 

ベイト

(A.Beit) 102,133,135-137,207 

ベイナート

(W.Beinart) 159-160,175 

ベイラ鉄道 205,265 

ー会社 (theBeira Railway 

Company) 204-205 

ペータース (K.Peters) 64 

ベチュアナランド（現ボツワナ）

6,7 4,196,241-242,254 

ベチュアナランド鉄道会社

(the Bechuanaland Railway Com-

pany) 205 

ベック (RB.Beck) 165 

ペデイ王国 98 

ベニン (Benin) 34,60 

ベニン湾（→奴隷海岸）

ベベ (N.Bhebe)

ベルグ (JS.Bergh)

183 

165 

48,84 

375 



ヘルツォーク マ行

(J.B.M.Hertzog) 106 

ベルリン西アフリカ会議 6 マークス CS.Marks) 175 

ベンゲラ鉄道 208 「マウマウ」の反乱 12 

一会社 (BenguelaRailway Co- マクミラン (Macmillan) 167 

mpany) 208 マショナランド l 76,180-181,188-

ボアヘン 189,197,235-237,239,251,253,262 

(A.Adu Boahen) 25 一鉄道 266 

ボーア人（共和国） 6-7,55,57, ー鉄道会社 (theMashonaland 

101,103,105,143,261-263 Railway Company) 205-206 

ポートエリザベス 119,147-148 マタベレランド 176,181,189,191, 

ホートン (D.H.Houghton) 167 197,235-236,240-24 l,253-254,26 l 

ポーリング マタンバ 89 

(G.Pauling) 205,207 マッキノン

牧畜業 55,57,166 (W.Mackinnon) 64 

ホスト (E.A.Host) 166 マニング (P.Manning) 88 

ポストコロニアル理論 270 マフデイ (Mahdi) 6 

ボタ CL.Botha) 106 マポンデラ (Mapondera) 214 

ボタ (P.W.Botha) 75 マラウイ 13,15,52,231 

ホプキンズ マランデラ地区 211 

(AG.Hopkins) 24,270 マリッツ (J.S.Maritz) 262 

ホフマン (W.G.Hoffman) 128 マリンコウイッツ (J.N.C.Marin-

ポルジュ (J.Porges) 133 cowitz) 165,167 

ポルト・ノボ 48 マリンディ 30 

ポルトガル領 マレボプール 89 

ーアンゴラ 40 マンガン 79 

ーモザンビーク海岸 40 マンデラ (N.Mandera) 13,153 

ボルヌ (Bornu) 60,89 マンロー (JF.Munro) 30 

ミッショナリー（キリスト教伝道者

376 



→ミッション） 5,9,44,100,162, 

222,224,229,248-249,254,269 

ミッチェル (LL.Michell) 148 

ミナール (A.Minaar) 159 

南アフリカ 17,54-61 

- （トランスバール）共和国

55,70,98-102,165 

ースタンダード・バンク

(The Standard Bank of South 

Africaj=SBSAf) 142,146-152,165 

ー海運会議 66 

一関税同盟 183 

一金鉱会社 (TheGold Fields 

of South Africa Ltd.) 113 

一金山探索会社

(South African Gold Field Explo-

ration Co.) 234 

一原住民民族会議

(SANNC, South African Native 

National Congress) 9 

一原住民問題委貝会

(South African Native Affairs 

Commission) 105 

ー合同金鉱会社

(Consolidated Gold Fields of South 

Africa) 189,234 

一準備銀行

(South African Reserve Bank) 

（→中央銀行） 141 

一鉄鋼公社 (ISCOR) 158 

一の産業革命 103,118 

一の産業・商業労働者組合

(Industrial and Commercial W or-

kers Union) 231 

南ローデシア 8-9,12,70,73-75,78-

79,102,125,17 4,177,181-183, 

185-193,197,199,209-224,231-255 

一金鉱業 217,235,241,243, 

246,267 

一鉱山株の崩壊 239 

一の鉄道建設 202-206 

一白人移民国家 193 

一労働局

(Labour Board of Southern Rho-

desiaj=LBSRf) 191,239,267 

ミュラー (C.Muller) 154 

ミルトン

(W.H.Milton) 214,263 

ミルナー

(Lord A.Milner) 103-104, 

106-107 

民主主義回復のためのフォーラム

(FORD) 15 

ムア (L.Moore) 199 

ムガベ (R.Mugabe) 4.13.16 

ムジンゲリ (C.Mzingeli) 183 

ムパカ (B.Mupaka) 3 

ムフェカネ (Mfecane)

377 



（→ムフェング人） 98,100 ユニオン・ミニエール・デュ・オ

ムブンドゥ 89 ー・カタンガ社 73 

ムベキ (T.Mbeki) 153 輸入代替 17,75-76,79 

メイズ統制法 羊毛 55,58, 78,110,143,146,150 

(Maize Control Act) 217 ヨルバ 41,51,90 

メリマン (].X.Meriman) 107 一人 73 

綿花 17,32,38,48,63,65,70,72,77,150 

モイ (D.A.Moi) 15 

モーゲンスターン ラ行

CO.Morgenstern) 128 

モザンビーク

（ポルトガル領東アフリカ） 4,7, 

13,41,48,5 7,66, l 96,203-204,240-

242,244,24 7-249,260 

モスリー (P.Mosley) 211 

モノマタパ (Monomatapa)王国

233-234 

「もの見の塔」の運動 182 

モブツ (Mobutsu) 15 

モル (T.Moll) 157 

ヤ行

ヤオ (Yao) 41,53,57 

ヤン・スマッツ

(].Smuts) 75,107 

ユーデルマン

(D.Yundelman) 162 

378 

ライフルクラブ

(Rifle Club) 221 

ラゴス 48 

ラスボーン (R.Rathbone) 175 

落花生 5,50-51,71-72.77-79 

ラッド (C.D.Rudd) 111,234 

ラッド・コンセッション 234 

ラデイカル派 155,161,163,165, 

168-169 

ラドロー (E.A.Ludlow) 166 

ラヒーム (T.A.Raheem) 4 

ラム (Lamu) 52 

ランド金鉱会社 (RandMines Ltd.) 

133,136-137,140 

ランバート CJ.Lambert) 165 

リネージ (lineage) 35-37 

リパート (E.Lippert) 102 

リベラル派 154-155,167-169 

リベリア 25 



一鉱業会社 79 

リンカーン

(M.D.Lincoln) 159 

ルアンダ 89-90 

ルイス＝バーバー・モデル

（ルイス＝バーバー理論）

ルストムジェー

(Z.Rustomjee) 157 

ルバ (Luba) 60,90 

174 

ルワンダ (Rwanda) 12,60 

ルワンダ・ウルンデイ

（現ルワンダ、ブルンジ） 12,74 

ルンダ (Lunda) 60,90 

レイヤー (M.I.Rayer) 166 

レオポルド II世 (LeopoldII) 

7,64,206-208 

レグ 34 

レソト王国 100 

レティーフ (P.Retief) 262 

レワニカ (Lewanika) 195-196, 

198,200 

連関効果 68 

連合アフリカ会社 (UAC) 72 

連合党 (UnitedParty) 182 

レンジャー (T.O.Ranger)

17 4-175,186 

ロイヤル・ニジェール会社

(Royal Niger Company) 6,195 

ロイヤル植民協会

(Royal Colonial Institute) 216 

ロイヤル植民協会帝国土地入植委貝

会

(Royal Colonial Institute Empires 

Land Settlement Commission) 

216 

ローズ (C.Rhodes) 6-7,64,102-

l l l-l 13,122,133,150,187-189,193-

196,204,206,212,234,261-263,265 

ローズ財団 259 

ローデシア 7,68,73-75,207 

ー鉱山および一般労働者組合

(Rhodesian Mine and General wor-

ker's Union) 238 

一鉱山会議所 (RohdesiaCha-

mber of Mines) 236,253 

ー鉱山所有者協会

(Rhodesian Mine Owners'Associ-

ation) 238 

一小鉱山協会

(Rhodesian Tributor's and Small 

Workers'Association) 236 

一鉄道会社 68,122 

一土地・鉱山所有者協会

(The Rhodesian Land and 

Mine Owner's Association) 

236 

379 



一原住民労働局 (RhodesiaNa-

tive Labour Bureau [RNLB]) 

237-24 7,253-254,266-269 

ローデシアン・カタンガ・ジャンク

ション鉄道・鉱物会社

(the Rhodesian-Katanga Junction 

Railway and Mineral Company) 

207 

ローデシアン・アングロ・アメリカ

ン社 (RhodesianAnglo-American 

Limited) 201 

ローデシアン・セレクション社

(Rhodesian Selection Trust Limi-

ted) 201 

ロジ 90 

ロス (H.C.Ross) 147-148 

ロス (R.Ross) 166 

ロスチャイルド家 136-137 

ロックナー

CF.Lochner) 195-196 

ロビンソン

(RE.Robinson) 186,270 

ロベングラ

(Lobengula) 102,188,234 

ロンドン・リンポポ川鉱業会社

(London and Limpopo Mining Co.) 

234 

380 

ワ・ヲ・ン

ワイズ (C.D.Wise) 214 

ンクルマ (K.Nkrumah) 4,11 
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